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柘植地域まちづくり協議会 人権・同和部会 ２０１８年 ２月号
つ げ ち い き きょう ぎ か い じ ん け ん ど う わ ぶ か い ねん がつごう

「さあ、みんなで、考えよう」

柘植地域人権意識調査 単純集計完了 (概要報告 1)
つ げ ち い き じ ん け ん い し き ち ょ う さ た ん じ ゅ ん し ゅ う け い か ん り ょ う が い よ う ほ う こ く

全戸配布で実施した「人権問題に関する柘植地域 住 民意識調査」にご 協 力 をいただきましてあ
ぜん こ は いふ じつ し じんけんもんだい かん つ げ ち いきじゅうみん い しきちょうさ きょうりょく

りがとうございました。１２月１２日までに回答いただきました１２区分の調査用紙を区 長 様を通
がつ にち かいとう く ぶん ちょうさよう し く ちょうさま つう

じて提 出 していただき、１２月１６日に各区の人権推進委員様等にご 協 力 をいただき、集 計作 業
ていしゅつ がつ にち かっ く じんけんすいしん い いんさまとう きょうりょく しゅうけい さ ぎょう

を開始し、年末年始で単 純 集 計までを完 了 しました。今後、概要報告を紙面で 行 っていくととも
かい し ねんまつねん し たんじゅんしゅうけい かんりょう こん ご がいようほうこく し めん おこな

に、来年度にはさらに詳しく分析し、その結果をリーフレットにして、全戸配布していきたいと 考
らいねん ど くわ ぶんせき けっ か ぜん こ はい ふ かんが

えています。今回はその第１弾として、柘植での 調 査結果と2015年実施の伊賀市の 調 査を比較し
こんかい だい だん つ げ ちょう さ けっ か ねんじっ し い が し ちょう さ ひ かく

てその一部を報告をします。
いち ぶ ほうこく

◎人権に関する意識調査の実施期間及び対象者と有効回答数
じ ん け ん か ん い し き ちょう さ じ っ し き か ん お よ た い しょう し ゃ ゆ う こ う か い と う す う

２０１５年伊賀市人権意識調査(人権問題に関する伊賀市民意識調査)
ねん い が し じんけん い しきちょう さ じんけんもんだい かん い が し みん い しきちょう さ

〔 調 査期間〕２０１５年（平成２７）年１月９日～１月３１日まで
ちょう さ き かん ねん へいせい ねん がつここのか がつ にち

無作為 抽 出 の市民2000人で返送は910 票 、うち有効回答は903 票 (有効回答率45.2%)
む さく い ちゅうしゅつ し みん にん へんそう ひょう ゆうこうかいとう ひょう ゆうこうかいとうりつ

２０１７年柘植地区人権意識調査 [20歳以上の全員(抽 出ではない)が調査対象]
ねん つ げ ち く じんけん い しきちょう さ さい い じょう ぜんいん ちゅうしゅつ ちょう さ たいしょう

〔回 収 状 況 〕 2017年11月～12月 有効回答1478 票 ( 集 計時に無効 票 を除いた数)
かいしゅうじょうきょう ねん がつ がつ ゆうこうかいとう ひょう しゅうけい じ む こうひょう のぞ かず

１２区合計で全配布戸数1052戸、全配布数2638人（有効回答率56.0%)
く ごうけい ぜんはい ふ こ すう こ ぜんはい ふ すう にん ゆうこうかいとうりつ

〔年代〕 〔性別〕
ねんだい せいべつ

20代 ９８人(6.6%) 男性668人(45.2%)
だい にん だんせい にん

30代 ８９人(6%) 女性768人(52%)
だい にん じょせい にん

40代 149人(10.1%) 男女と答えにくい11人(0.7%)
だい にん だんじょ こた にん

50代 220人(14.9%) 未回答31人(2.1%)
だい にん み かいとう にん

60代 396人(26.8%)
だい にん

70代以 上 496人(33.6%)
だい い じょう にん

未回答 30人(２％)
み かいとう にん

柘植の調査では年代が高いほど有効回答数が多くなっており、60 代以上で全有効回答数の 60.4
つ げ ちょう さ ねんだい たか ゆうこうかいとうすう おお だい い じょう ぜんゆうこうかいとうすう

％を占めています。逆に、20 代、30 代の有効回答数がそれぞれ 100 人未満であり、若い世代の有効
し ぎゃく だい だい ゆうこうかいとうすう にん み まん わか せ だい ゆうこう

回答数はそれそれ全体の６％ほどでした。その年代の人が仕事や学業等で柘植から出ている現状や
かいとうすう ぜんたい ねんだい ひと し ごと がくぎょうとう つ げ で げんじょう

少子高齢化を加味しても、年代により回答していただいた人数に差があり、有効回答が若い世代で少
しょう し こうれい か か み ねんだい かいとう にんずう さ ゆうこうかいとう わか せ だい すく

なく、年配の方で高いように思われます。今後、その理由を分析していきたいと思います。
ねんぱい かた たか おも こん ご り ゆう ぶんせき おも

性別では、男女と答えにくいと回答した人が１１人でした。今回、各家庭で家族の協 力者分をま
せいべつ だんじょ こた かいとう ひと にん こんかい かく か てい か ぞく きょうりょくしゃぶん

とめて封筒に入れて提出していただきましたので、ほんとうは「男女と答えにくい」に○をつけた
ふうとう い ていしゅつ だんじょ こた

いと思っている人が、家族に知られる可能性を考え、男性または女性のどちらかに○をつけたとい
おも ひと か ぞく し か のうせい かんが だんせい じょせい

う人がいるのではないかと考えられますが、このことについては、今回の調査内容からこれ以上
ひと かんが こんかい ちょう さ ないよう い じょう

分析をすることはできません。調査実施方法を反省しなければいけないと感じています。
ぶんせき ちょう さ じっ し ほうほう はんせい かん

これ以降は、２０１５年の伊賀市調査と今回の柘植地区調査を比較していきます。柘植地域のほう
い こう ねん い が し ちょう さ こんかい つ げ ち く ちょう さ ひ かく つ げ ち いき

が伊賀市より意識が高いと思われる場合は ↑、逆に、柘植地区のほうが意識が低いと思われる場合
い が し い しき たか おも ば あい ぎゃく つ げ ち く い しき ひく おも ば あい

は ↓ をつけてあります。
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過去５年間での人権問題に関する講演会、研修会、懇談会等への参加状 況
か こ ねんかん じんけんもんだい かん こうえんかい けんしゅうかい こんだんかいとう さん か じょうきょう

「1回以 上 ある」と回答した人 ……… 49.4％（2015伊賀市）
かい い じょう かいとう ひと い が し

……… 69.9％（2017柘植地区）↑
つ げ ち く

上 記のうち 「3回以 上 ある」と回答した人 ……… 23.8％（2015伊賀市）
じょう き かい い じょう かいとう ひと い が し

……… 41.8％（2017柘植地区）↑
つ げ ち く

「10回以 上 ある」と回答した人 ……… 7.0％（2015伊賀市）
かい い じょう かいとう ひと い が し

……… 12.7％（2017柘植地区）↑
つ げ ち く

１回以上あると答えた人は伊賀市より２０ポイント強高く、１０人のうち７人は参加したことが
かい い じょう こた ひと い が し きょうたか にん にん さん か

あると答えています。また、３回以上では１８ポイント、１０回以上で５.７ポイント高くなって
こた かい い じょう かい い じょう たか

います。柘植では数多くの機会があるとともに、各区住民が中心となってすすめている人権に関す
つ げ かずおお き かい かっ く じゅうみん ちゅうしん じんけん かん

る地区懇談会や講演会もあり、動員参加という場合も含め、たくさんの方が参加していただいていま
ち く こんだんかい こうえんかい どういんさん か ば あい ふく かた さん か

す。

次に参加者の多さがある状 況の中での人権に関する運動や法律等の認知度を見ていきます。
つぎ さん か しゃ おお じょうきょう なか じんけん かん うんどう ほうりつとう にん ち ど み

部落解放運動が果たしてきた役割の認知度
ぶ らくかいほううんどう は やくわり にん ち ど

・義務 教 育の無 料 化(教 科書無 償 化) …… 41.6％が知ってる（2015伊賀市）
ぎ む きょういく む りょう か きょう か しょ む しょう か し い が し

…… 45.7％が知ってる（2017柘植地区）↑
し つ げ ち く

・就 職差別の撤廃 …… 42.4％が知ってる（2015伊賀市）
しゅうしょく さ べつ てっぱい し い が し

…… 45.1％が知ってる（2017柘植地区）↑
し つ げ ち く

・身元 調 査の規制 …… 44.1％が知ってる（2015伊賀市）
み もとちょう さ き せい し い が し

…… 54.8％が知ってる（2017柘植地区）↑
し つ げ ち く

人権に関する宣言・条約・法律・条例の認知度
じんけん かん せんげん じょうやく ほうりつ じょうれい にん ち ど

・水平社宣言 …… 47.3％「うち14.6%は内容を知ってる]（2015伊賀市）
すいへいしゃせんげん ないよう し い が し

…… 67.4％「うち23.6%は内容を知ってる]（2017柘植地区）↑
ないよう し つ げ ち く

※…… 32.0％「うち10.2%は内容を知ってる]（2012三重県）
ないよう し み え けん

・同和対策審議会答申 …… 53.3％「うち 9.9%は内容を知ってる]（2015伊賀市）
どう わ たいさくしん ぎ かいとうしん ないよう し い が し

…… 62.9％「うち 18.6%は内容を知ってる]（2017柘植地区）↑
ないよう し つ げ ち く

※…… 49.8％「うち 9.3%は内容を知ってる]（2012三重県）
ないよう し み え けん

・伊賀市における部落差別を 54.5％「うち10.1%は内容を知ってる]（2015伊賀市）
い が し ぶ らく さ べつ ないよう し い が し

はじめとするあらゆる差別 67.1％「うち18.6%は内容を知ってる]（2017柘植地区）↑
さ べつ ないよう し つ げ ち く

の撤廃に関する条例
てっぱい かん じょうれい

・障がい者差別解消推進法 54.8％「うち 8.3%は内容を知ってる]（2015伊賀市）
しょう しゃ さ べつかいしょうすいしんほう ないよう し い が し

54.7％「うち 15.5%は内容知ってる]（2017柘植地区）→「↑」
ないよう し つ げ ち く

・部落差別解 消 推進法 56.3％「うち16.7%は内容を知ってる]（2017柘植地区）
ぶ らく さ べつかいしょうすいしんほう ないよう し つ げ ち く

※ 2015伊賀市調査段階はまだこの法律が施行されていない
い が し ちょう さ だんかい ほうりつ し こう

・ヘイトスピーチ解消法 42.3％「うち9.3%は内容を知ってる]（2017柘植地区）
かいしょうほう ないよう し つ げ ち く

※2015伊賀市調査段階はまだこの法律が施行されていない
い が し ちょう さ だんかい ほうりつ し こう

◎人権啓発合同フィールドワーク・松浦武四郎記念館の報告
じ ん け ん け い は つ ご う ど う ま つ う ら た け し ろ う き ね ん か ん ほ う こ く

～ 2018年１月27日(土)実施 柘植地域人権啓発合同事業フィールドワーク(遠方) ～
ね ん が つ に ち ど じ つ し つ げ ち い き じ ん け ん け い は つ ご う ど う じ ぎよう え ん ぽ う

毎年、柘植１２区合同での人権啓発事業として柘植地域人権啓発合同フィールドワークを近隣
ま い と し つ げ く ご う ど う じ ん け ん け い は つ じ ぎよう つ げ ち い き じ ん け ん け い は つ ご う ど う き ん り ん

と遠方の２回行っています。本年の近隣フィールドワークは、いがまち人権センターおよび前
え ん ぽ う か いおこな ほ ん ね ん き ん り ん び と け ん ま え

川区において５月２０日（「さあみんなで考えよう」2017 年６月号をご覧下さい）に行いまし
が わ く が つ に ち かんが ね ん が つ ご う ら ん く だ おこな

た。今回は、北海道の名付け親である三重県出身の松浦武四郎の資料をたくさん展示している
こ ん か い ほ つ か い ど う な づ お や み え け んしゆつし ん ま つ う ら た け し ろ う し りよう て ん じ

松浦武四郎記念館と、三重県人権センターに行ってきました。そのうち今回は松浦武四郎記念館
ま つ う ら た け し ろ う き ね ん か ん み え け ん じ ん け ん い こんかい まつうらたけし ろ う き ねんかん

について報告します。
ほうこく

松浦武四郎記念館・中野恭館長の講演より
ま つ う ら た け し ろ う き ね ん か ん な か の た か し か ん ち よ う こ う え ん

松浦 武 四郎記念館は国の 重 要文化財が１５０５点、三重県有形文化財２２３点を所蔵する 武 四郎唯一の
まつうらたけし ろ う き ねんかん くに じゅうようぶん か ざい てん み え けんゆうけいぶん か ざい てん しょぞう たけし ろ う ゆいいつ

博物館です。昨年の1月16日に北海道の高橋はるみ知事がこの松浦 武 四郎記念館を視察に来られました。翌
はくぶつかん さくねん がつ にち ほっかいどう たかはし ち じ まつうらたけし ろ う き ねんかん し さつ こ よく

17日には鈴木三重県知事と会談しました。それは201８年は松浦 武 四郎が「北海道」と命名してから150年、
にち すず き み え けん ち じ かいだん ねん まつうらたけし ろ う ほっかいどう めいめい ねん

そして松浦 武 四郎の生誕200年にあたることに関係していました。2015年には「歴史秘話ヒストリア」、20
まつうらたけし ろ う せいたん ねん かんけい ねん れき し ひ わ

16年には「知恵泉」、2017年にはＢＳプレミアム「英雄たちの選択」というように、ここ３年間で、松浦 武 四郎
ねん ち え いず ねん えいゆう せんたく ねんかん まつうらたけし ろ う

が毎年、ＮＨＫの番組で取り上げられています。ここ数年で 武 四郎のことが報道、新聞、雑誌でとりあげられ
まいとし ばんぐみ と あ すうねん たけし ろ う ほうどう しんぶん ざっ し
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ました。 武 四郎のことが全国に発信される機会が増えて、 喜 んでいます。松阪市も
たけし ろ う ぜんこく はっしん き かい ふ よろこ まつさか し

生誕200年に 力 を入れていて、本年の2月24日(土)に生誕200年のこのメモリアル
せいたん ねん ちから い ほんねん がつ にち ど せいたん ねん

イヤーのオープニングイベントとして、松阪市で俳優の宇梶剛士さんとその母でアイ
まつさか し はいゆう う かじ た かし はは

ヌ民族でありアイヌ文化伝 承 ・人権普 及 活動家の宇梶静江さんの親子にステージで
みんぞく ぶん か でんしょう じんけん ふ きゅうかつどう か う かじしず え おや こ

語り合っていただきます。また北海道と連携して 武 四郎大展覧展を本年 行 ってい
かた あ ほっかいどう れんけい たけし ろ う だいてんらんてん ほんねんおこな

きます。この松浦 武 四郎記念館は建ってから24年目です。松浦家から保存されてい
まつうらたけし ろ う き ねんかん た ねん め まつうら け ほ ぞん

たたくさんの資 料 が寄贈され、それをお守りするために建てました。2月25日にはそ
し りょう き ぞう まも た がつ にち

れから第23回目の「 武 四郎まつり」を 行 います。昨年は5800人が祭りにお越しい
だい かい め たけし ろ う おこな さくねん にん まつ こ

ただきましたが、本年はもっとたくさんの方がおこしいただけると思っています。アイヌ民族の古式舞踊もご覧
ほんねん かた おも みんぞく こ しき ぶ よう らん

いただけます。あわせて、この記念館の近くにある今まで一般公開していなかった 武 四郎の生家を松阪市が２年
き ねんかん ちか いま いっぱんこうかい たけし ろ う せい か まつさか し ねん

かけて文化財的保存 修 理を 行 い、はじめてみなさんに屋敷内を一般公開します。
ぶん か ざいてき ほ ぞんしゅう り おこな や しきない いっぱんこうかい

武 四郎のことを端的に 表 現すると、幕末の北 方探検家であり、北海道の名付け親です。松浦武四郎は明治
たけし ろ う たんてき ひょうげん ばくまつ ほっぽうたんけん か ほっかいどう な づ おや まつうらたけ し ろう めい じ

維新の50年前の今から200年前の1818年(文化15年、文政元年)、化政文化の時代に現在の松阪市小野江町に
い しん ねんまえ いま ねんまえ ねん ぶん か ねん ぶんせいがんねん か せいぶん か じ だい げんざい まつさか し お の え ちよう

四男として誕生しました。そして1888年(明治21年)に東 京 で 生 涯を閉じられました。 武 四郎が生まれた松
よんなん たんじよう ねん めい じ ねん とうきょう しょうがい と たけし ろ う う まつ

浦家は、現在の松阪市小野江に根を下ろしました。 武 四郎の家の前は伊勢街道でした。別名、参宮街道です。
うら け げんざい まつさか し お の え ね お たけし ろ う いえ まえ い せ かいどう べつめい さんぐうかいどう

伊勢神宮へは 武 四郎の家から７里、約２８ｋｍです。ここは小野江の宿であり、雲出川を渡し船で渡って、伊勢
い せ じんぐう たけし ろ う いえ り やく お の え やど くも ず がわ わた ぶね わた い せ

まであと少しと安堵した宿がここ小野江です。伊勢街道は脇の街道ですが主要街道です。主要街道は大きな藩
すこ あん ど やど お の え い せ かいどう わき かいどう しゅようかいどう しゅようかいどう おお はん

が押さえるという習わしにしたがって、ここは紀 州 和歌山藩の 領 地(飛び地)でした。小さい時から玄関をあけ
お なら き しゅう わ か やまはん りょう ち と ち ちい とき げんかん

ると伊勢へ行く旅人がたくさん通っていました。そのため、自分もいつかは旅人へという思いが 養 われていき
い せ い たびびと とお じ ぶん たびびと おも やしな

ました。三重県の三大偉人、三大賢人と呼ばれている江戸前期の松尾芭 蕉 、江戸 中 期の本居宣長、江戸後期
み え けん さんだい い じん さんだいけんじん よ え ど まえ き まつ お ば しょう え ど ちゅう き もとおりのりなが え ど こう き

の松浦 武 四郎のうち、宣長と 武 四郎は松阪の人で、ともに伊勢街道すじで生まれています。この２人は伊勢街道
まつうらたけし ろ う のりなが たけし ろ う まつさか ひと い せ かいどう う ふたり い せ かいどう

すじに生まれていなかったら人生が変わっていたかもしれません。武 四郎は小さい頃から今でいう観光本を愛読
う じんせい か たけし ろ う ちい ころ いま かんこうぼん あいどく

していました。２０年毎に伊勢神宮は式年遷宮しますが、６０年に１度くらいのウェーブでおかげまいりに大き
ねんごと い せ じんぐう しきねんせんぐう ねん ど おお

なうねりがやってきます。 武 四郎が１３歳になった年は「文政のおかげまいり」でした。遷宮が終わった翌年
たけし ろ う さい とし ぶんせい せんぐう お よくねん

を「おかげ年」と言い、その年は 客 が増え、それが「おかげまいり」です。江戸末期で人口が3000万人の時代
どし い とし きゃく ふ え ど まっ き じんこう まんにん じ だい

に１年間で５００万人の人が伊勢へ来ました。６人に１人が 武 四郎１３歳の時に伊勢に押し寄せてきたのでし
ねんかん まんにん ひと い せ き にん にん たけし ろ う さい とき い せ お よ

た。その光景を見て、武四郎は決定的に旅 心 を 培 いました。人々は白い 装 束に傘をかぶり背中にひしゃく
こうけい み たけ し ろう けっていてき たびごころ つちか ひとびと しろ しょうぞく かさ せ なか

を立てて歩いていました。街道筋でそのひしゃくを差し出し、そこに小銭( 浄 財)をいただいたり、おにぎりをち
た ある かいどうすじ さ だ こ ぜに じょうざい

ょうだいしたり、お茶をちょうだしたりと施 業 (接待)をうけながら伊勢をめざしました。松阪はいろんな街道が
ちゃ せ ぎょう せったい い せ まつさか かいどう

あつまり、それが伊勢へ向かっていくところです。ここ三雲にも２つの街道が交わる追分がありました。
い せ む み くも かいどう まじ おいわけ

武 四郎の家は和歌山藩の末端の地 侍 (地士)で、戦いが起きた場合は、雲出川を越えて和歌山藩に侵入する敵
たけし ろ う いえ わ か やまはん まったん ぢ ざむらい ぢ し たたか お ば あい くも ず がわ こ わ か やまはん しんにゆう てき

を食い止める役割を担っていました。地士の家は、そのあたりをとりしきるいわゆる 庄 屋で経済的には余裕のあ
く と やくわり にな ぢ し いえ しょう や けいざいてき よ ゆう

る家でした。すなわち、武 四郎は学問をしこんでもらえる環 境 にありました。７歳から近くの曹洞 宗 の寺子屋
いえ たけし ろ う がくもん かんきょう さい ちか そうとうしゅう てら こ や

に通い、読み書きを身につけ、１３歳で津藩の儒学者である平松楽斎から３年間休まず高等学問(国学・儒学・
かよ よ か み さい つ はん じゆがくしや ひらまつらくさい ねんかんやす こうとうがくもん こくがく じゅがく

本草学)を学びました。これらの学問とともに武四郎は１６歳で旅に出ました。武 四郎は野 帳 というノートを持
ほんぞうがく まな がくもん たけ し ろう さい たび で たけし ろ う の ちょう も

っていき、旅の記録を残していきます。のちの当時の蝦夷地の 調 査だけでも１５１冊の野 帳 が残っています。
たび き ろく のこ とう じ え ぞ ち ちょう さ さつ の ちょう のこ

武 四郎は16歳で突然家を出て江戸まで一人旅をしました。その江戸で１６歳の時に篆刻(印鑑ほり)の技 術 を身
たけし ろ う さい とつぜんいえ で え ど ひと り たび え ど さい とき てんこく いんかん ぎ じゅつ み

につけましたが、勝手に出ていったので、捜索願いが出され、江戸から連れ戻されました。おもしろいエピソー
かっ て で そうさくねが だ え ど つ もど

ドがあり、連れ戻しに来た人を先に帰し、 武 四郎は飛騨路、北陸路と迂回して、２ヶ月後に帰りました。しか
つ もど き ひと さき かえ たけし ろ う ひ だ じ ほくりく じ う かい かげつ ご かえ

し旅をすることの楽しさを覚えた武四郎は、旅がしたくて、17歳になって、父に許しを得て、とうとう日本全国
たび たの おぼ たけ し ろう たび さい ちち もと え に ほんぜんこく

をめぐる旅に出ました。兄( 長 男)が家を継ぐため、四男の武四郎は比較的自由に家を出ることができました。経
たび で あに ちょうなん いえ つ よんなん たけ し ろう ひ かくてき じ ゆう いえ で けい

済的に余裕のある家に生まれ、学問をしこんでもらい、比較的自由に家を出られることで 武 四郎は旅に出られ
ざいてき よ ゆう いえ う がくもん ひ かくてき じ ゆう いえ で たけし ろ う たび で

ました。出かけに父が 武 四郎に１ 両 小判(１０万円くらい)を渡しました。それでは足りないので、篆刻の技 術
で ちち たけし ろ う りょう こ ばん まんえん わた た てんこく ぎ じゅつ

などでお金をつくり旅を続けました。１７歳で西日本、１８歳で中日本から関東を行脚して、記録をとりまし
かね たび つづ さい にし に ほん さい なか に ほん かんとう あんぎゃ き ろく

た。全国各地をめぐり歩く武四郎は、山も大好きで山々に登りました。にほん１００名山にも登りました。19歳
ぜんこくかく ち ある たけ し ろう やま だい す やまやま のぼ めいざん のぼ さい

で四国八十八カ所の霊場をまわり、中国地方を経て20歳から２７歳まで九 州各地を歩きました。松浦家の先祖
よんこくはちじゆうはち か し よ れいじよう ちゆうごく ち ほう へ は た ち さい きゆうしゆうかく ち ある まつうら け せん ぞ

は肥前(長崎県)の水軍でした。
ひ ぜん ながさきけん すいぐん

長崎で病に倒れた後、そこでお世話になったことが縁で臨済 宗 の僧侶となった武四郎は長崎県平戸でお寺の
ながさき やまい たお あと せ わ えん りんざいしゅう そうりよ たけ し ろう ながさきけんひら ど てら

住 職を務めました。そのころ鎖国 中 でしたが、長崎は幕府 直 営で 港 を開いていたので、いろんな 情 報が入
じゆうしよく つと さ こくちゅう ながさき ばく ふ ちょくえい みなと ひら じょうほう はい

ってきました。そのころ、日本の北の地域に、ロシアの船が接近し蝦夷地(今の北海道)を狙っているという話を聞
に ほん きた ち いき ふね せつきん え ぞ ち いま ほつかいどう ねら はなし き

き、再び旅への気持ちが強くなり、蝦夷地へ行き、日本の北の地域がどんなところであるかを自分の目で確かめ、多
ふたた たび き も つよ え ぞ ち い に ほん きた ち いき じ ぶん め たし おお

くの人びとに伝えようと心に決めました。26歳になっていて、蝦夷地へ行く途中にほぼ9年ぶりに実家に帰りま
ひと つた こころ き さい え ぞ ち い と ちゆう ねん じつ か かえ

したが、すでに父と母は亡くなっていました。当時松前藩の領地となっていた蝦夷地へ渡るには厳しい取締りが
ちち はは な とう じ まつまえはん りよう ち え ぞ ち わた きび とりしま
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あり、28歳でようやく蝦夷地へ渡ることができました。以降１３年間で６回蝦夷地探査を 行 います。初めて行
さい え ぞ ち わた い こう ねんかん かい え ぞ ち たん さ おこな はじ い

ったときは何も知らない蝦夷地であるので、現地に住んでいるアイヌの人びとと寝 食 をともにし、同じ行動をし
なに し え ぞ ち げん ち す ひと しんしょく おな こうどう

て暮らしの中でアイヌ語を学びました。コミュニケーションをとり、信用をつくりました。その後、お世話にな
く なか ご まな しんよう ご せ わ

った２７７人のアイヌの人の案内で内陸の奥まで調査する中で、異なる文化をもつアイヌの人びとの理解に努め
にん ひと あんない ないりく おく ちよう さ なか こと ぶん か ひと り かい つと

ていきました。アイヌの人がつくった船に乗せてもらい、川をすべて 上 流 から下 流 まで調べました。 武 四郎
ひと ふね の かわ じょうりゅう か りゅう しら たけし ろ う

は海岸線を極め、内陸を調べ、川の流れを支 流 を含めて全部調べ上げました。野 帳 に記録を残し、地図を書
かいがんせん きわ ないりく しら かわ なが し りゅう ふく ぜん ぶ しら あ の ちょう き ろく のこ ち ず か

き上げていきました。そこには文字を持たないアイヌの人からアイヌ語地名を聞き、聞いた地名をすべてカタカ
あ も じ も ひと ご ち めい き き ち めい

ナに直して地図の中に書き上げました。地図には９８００のアイヌ語地名が書かれました。大地を守ってきたア
なお ち ず なか か あ ち ず ご ち めい か だい ち まも

イヌ民族の崇高な文化がアイヌ語に生きている。そのアイヌの人から聞いた地名を地図に書いておけば後世の人
みんぞく すうこう ぶん か ご い ひと き ち めい ち ず か こうせい ひと

たちにアイヌ民族のすばらしさ、崇高な文化を残し伝えることができると 考 えた。地図の原形は伊能忠敬と間
みんぞく すうこう ぶん か のこ つた かんが ち ず げんけい い のうただたか ま

宮林蔵の測 量 による地図です。伊能忠敬は 武 四郎が生まれた１８１８年に亡くなります。伊能の地図は三角
みやりんぞう そくりょう ち ず い のうただたか たけし ろ う う ねん な い のう ち ず さんかく

測 量 で科学的に距離を割り出して書いています｡海岸線はきっちりと書かれていますが、内陸部分は真っ白で
そくりょう か がくてき きょ り わ だ か かいがんせん か ないりく ぶ ぶん ま しろ

す。伊能さんは内陸には入っていません。武 四郎は川の流れを調べたので、高低を把握し、けばという線で高低
い のう ないりく はい たけし ろ う かわ なが しら こうてい は あく せん こうてい

を 表 しました。今の地図と遜 色 ありません。 武 四郎は測 量 家ではありません。 武 四郎は歩測と方位磁 石
あらわ いま ち ず そんしょく たけし ろ う そくりょう か たけし ろ う ほ そく ほう い じ しゃく

で測 量 しました。 武 四郎は２６冊の分冊をつくり、それをあわせて、今と遜 色 のない地図をつくりあげまし
そくりょう たけし ろ う さつ ぶんさつ いま そんしょく ち ず

た。蝦夷地調査のかたわら、アイヌの人と交流をしていくなかで、蝦夷地を支配する松前藩の圧政や過酷な労働、
え ぞ ち ちよう さ ひと こうりゆう え ぞ ち し はい まつまえはん あつせい か こく ろうどう

豊富な海産物に目をつけた商人たちによって、アイヌの人びとがおかれている過酷な状 況を知りました。アイヌ
ほう ふ かいさんぶつ め しようにん ひと か こく じようきよう し

の人たちと深く交 流 するなかで、この圧政が続けば、この大地を守ってきた崇高なアイヌの人々と文化が滅び
ひと ふか こうりゅう あっせい つづ だい ち まも すうこう ひとびと ぶん か ほろ

るので、圧政を止めるように当時の役所やおかみにあの時代に進言をしています。これも武四郎の大きな 姿 の
あっせい と とう じ やくしょ じ だい しんげん たけ し ろう おお すがた

１つです。当時は人権という概念はなかったでしょう。しかし 武 四郎は人はみな 平 等という立場に立ってアイ
とう じ じんけん がいねん たけし ろ う ひと びょうどう たち ば た

ヌをすくい上げ、その尊厳を守ろうとしました。まさしく 武 四郎の中には人権という視点がありました。司馬
あ そんげん まも たけし ろ う なか じんけん し てん し ば

遼 太郎さんは、ある本の中に「 武 四郎は当時の視点に立ってみれば、キリスト 教 を越えるヒューマニズムの持
りょう た ろう ほん なか たけし ろ う とう じ し てん た きょう こ も

ち主だ」と書いています。武四郎は野 帳 に書き留めた情報を整理し、数冊の日誌として本にしました。これらの日誌
ぬし か たけ し ろう の ちょう か とど じようほう せい り すうさつ につ し ほん につ し

は、蝦夷地の地形、地名、動物、植物のみならず、その地で暮らすアイヌ民族の姿、松前藩による蝦夷地支配の実態
え ぞ ち ち けい ち めい どうぶつ しよくぶつ ち く みんぞく すがた まつまえはん え ぞ ち し はい じつたい

など、見たもの、聞いたことが詳細に記録されていました。この調査記録は、江戸で評判となりました。
み き しようさい き ろく ちよう さ き ろく え ど ひようばん

明治新政府が成立すると、武四郎は「蝦夷地開拓御用掛」に任じられました。明治2年（1869年）、戊辰戦争
めい じ しんせい ふ せいりつ たけ し ろう え ぞ ち かいたく ご ようかかり にん めい じ ねん ねん ぼ しんせんそう

が終わり、開拓使が設置されると、これまでの蝦夷地調査の実績と、誰もが認める蝦夷地通であった武四郎は、
お かいたく し せつ ち え ぞ ち ちよう さ じつせき だれ みと え ぞ ち つう たけ し ろう

「開拓判官」に任命されます。判官とは今の 省 庁 でいうと、ナンバー３です。しかし彼は１年を満たずにこの 職
かいたくはんがん にんめい はんがん いま しょうちょう かれ ねん み しょく

を返 上 しました。武四郎は、「蝦夷地」に替わる新しい名称を考えることに携わり、アイヌの人々が自分たち
へんじょう たけ し ろう え ぞ ち か あたら めいしよう かんが たずさ ひとびと じ ぶん

の地を「かい」と呼んでいたことを尊敬を持って名前に入れ、「北加伊道」の案を政府に提出し、採用されまし
ち よ そんけい も な まえ い ほつ か い どう あん せい ふ ていしゆつ さいよう

た。この案をもとに政府は「北海道」に決定しました。政府を辞めた武四郎は再び全国各地をめぐり歩きながら
あん せい ふ ほつかいどう けつてい せい ふ や たけ し ろう ふたた ぜんこくかく ち ある

骨董品の収 集、奇石や古銭、勾玉の収 集に熱中しました。70歳の武四郎は、もう旅をすることは難しいと思
こつとうひん しゆうしゆう き せき こ せん まがたま しゆうしゆう ねつちゆう さい たけ し ろう たび むずか おも

い、全国の知人に頼んで各地の古社寺などから古材を贈ってもらい、これを組み合わせてたった一畳のスペース
ぜんこく ち じん たの かく ち こ しや じ こ ざい おく く あ いちじよう

しかない書斎を自宅に増築しました。島根の出雲大社や広島の厳 島 神社、京都嵐山にある渡月橋の橋げたなど北
しよさい じ たく ぞうちく しま ね い ず も たいしや ひろしま い つくしまじんじや きよう と あらしやま と げつきよう はし きた

は宮城県から南は宮崎県まで、様々な 所 から古材が贈られてきました。68歳から北海道によく似た気候の大台
みや ぎ けん みなみ みやざきけん さまざま ところ こ ざい おく さい ほつかいどう に き こう おおだい

ケ原に登り、70歳で富士山へ登りました。1888年、武四郎は７１歳で亡くなりました。 文責・橋本浩信
はら のぼ さい ふ じ さん のぼ ねん たけ し ろう さい な ぶんせき はしもとひろのぶ

２月、３月の講演会や研修会の案内
が つ が つ こ う え ん か い け ん しゆう か い あ ん な い

○ 2月 4 日 (日) 第２５回大山田同和 教 育研 究 大会 (13:30～ ) 大山田農村環 境 改善センター
がつ よつ か にち だい かいおおやま だ どう わ きよういくけんきゆうたいかい おおやま だ のうそんかんきようかいぜん

○ 2月 5 日(月)「人権・同和問題地区別懇談会」柘植地域会議報告会 (20:00～) 柘植地区市民センター
がつ いつ か げつ じんけん どう わ もんだい ち く べつこんだんかい つ げ ち いきかい ぎ ほうこくかい つ げ ち く し みん

○ 2月 11日(日) 前川解放文化祭 (9:00～ ) いがまち人権センター
がつ にち にち まえがわかいほうぶん か さい じんけん

出 演：大きな輪、 小 学校木学、 中 学校友の会、音楽 教 室、高校生友の会、父母の会
しゆつえん おお わ しようがつこうもくがく ちゆうがつこうとも かい おんがくきようしつ こうこうせいとも かい ふ ぼ かい

○ 2月 23日(金) いがまち人権センター第４回解放講座(19:30～ ) いがまち人権センター
がつ にち きん じんけん だい かいかいほうこう ざ じんけん

「学校現場および地域における同和 教 育実践とその必要性」 （土田光子さん)
がつこうげん ば ち いき どう わ きよういくじつせん ひつようせい つち だ みつ こ

○ 2月 27日(火) 市民人権講座 (19:00～ ) 阿山保健福祉センター
がつ にち か し みんじんけんこう ざ あ やま ほ けんふく し

「部落差別解 消 法施行１年をむかえて」 （谷川雅彦さん)
ぶ らく さ べつかいしょうほう し こう ねん たにかわまさひこ

○ 3月 6日(火) ヒューリアみえ研 究 報告会 (14:00～ ) 三重県人権センター
がつ にち か けんきゆうほうこくかい み え けんじんけん

「伊賀市同和問題解決に向けた生活実態 調 査から見えてきたもの」（松村元樹さん）
い が し どう わ もんだいかいけつ む せいかつじつたいちよう さ み まつむらもと き

「ISO26000を活用し、持続可能な発展をめざすために」（本江優子さん)
かつよう じ ぞく か のう はつてん もと え ゆう こ

「『市 町 における３つの差別解 消 法に関する取組 状 況 等の 調 査』より」（稲垣満佐代さん)
し ちよう さ べつかいしようほう かん とりくみじようきようとう ちよう さ いながき ま さ よ

「『性の多様性』の啓発がもつ可能性についての一考察」（吉原隆行さん）
せい た ようせい けいはつ か のうせい いちこうさつ よしはらたかゆき

○ 3月 16日(金) 市民人権講座 (19:00～ ) ゆめぽりすセンター
がつ にち きん し みんじんけんこう ざ

「部落差別解 消 法施行１年をむかえて」 （谷川雅彦さん)
ぶ らく さ べつかいしょうほう し こう ねん たにかわまさひこ


