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6．4　北陸 と伊能忠敬

6。4
“ Inoh　Tadataka” ，　Who 　Surveyed　Hokuriku　Region　 in　Edo　Period

伊 能 忠 敏 （い の う た だ と し）

　 　　金沢 工 業大学教授　土木工 学科

1． は じ め に

　今回 ，

「土 と基礎 」 が北陸特集号 を 出すに 当た っ

て ，私 に 「
北陸に お け る伊能忠敬 の 業績」 に つ い て

一
文 を記せ と要請 が あ っ た 。

　 これ は ， 伊能忠敬 と あま りに もよ く似 た名前 を持

つ 私が
， 北陸 の 金沢に お い て 土木工学 の 教授を し て

い る と い うこ と の ゆえ で あ る と思 われ る 。 私 は忠敬

を世に 出 し た 千葉県佐原市 の 伊能一族 と し て は分家

の 出で あ る が
， 父 が 私 に

，

一
族の 星 で あ る忠敬 に少

しで も近づ くよ うに と考え て か ，
「忠敏 」 とい う 名

を付け たた め ， 常々 忠敬 を意識 して 成長せ ざる を得

ず ， したが っ て忠敬 に開 して は い さ さか研究 を した

経緯が あ る。

　そ こ で ， 伊能忠敬 が北陸路 を測量 した際にお け る

2 ， 3 の 逸話 に ， 忠敬 の ひ と と な りに っ い て あま り

世 に知 られ て い な い 話を少 し加 え て ，責任を果 た し
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た い と思 う。

2 　 忠敬の 北 陸測量行程

　忠敬が 日本全国測量 の 初 め と し て 蝦夷地（北海道）

へ の 測量 に旅立 っ た の は ， 寛政 12年 （1800年） の こ

とで ある 。

　そ の 後彼は，1801年に本州東海岸，1802年に東北

地方 の 本州西海岸 を測量 し ， 直江津 ま で 達 し た と こ

ろ で海岸を離れ ， 長野 ， 軽井沢 ， 高崎 を経て江戸 へ

帰 っ た 。

　そ こ で次 は ， 直江津以西 の 北陸沿岸測量 の 段階 と

な っ た の で あ る。

　享和 3 年 （1803年） 2月 18日， 忠敬 は江戸 にお い

て ， 昨年ま で の測量の 継続 に つ い て幕府天文方高橋
　 　 　 　 よ し と き

作左衛門至時 か ら命令を受 けた 。
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　 図
一2　 伊能忠敬実測図 （中図） の

一
部 （東京国

　　 　　　 立 博物館所蔵）
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　 2 月25 日 ， 忠敬は門弟数名 を従 え て 江戸 を出発 ，

まず東海道 を西進 し て 3 月 4 日沼津 に達 し， こ こ か

ら東海の 測 量 を開始 し て 名古屋 に 至 っ た 。 そ し て こ

こ か ら海岸 を離れ ， 大垣 ， 関 ヶ 原 ， 木 の 本 を経て 5

月27 日 に敦賀 に到着し， こ れ よ り北陸 の 海岸測量 を

開始 した の で あ る 。

　 ま ず西方 の若狭 と の 国境に 至 る ま で の越前海岸 を

測量 した後， 6月 3 日に敦賀を出発 し て東方 へ 向か

い
， 越前 ， 加賀 の 海岸線 と ， こ の 海岸線 か ら分岐 し

て 福井お よ び 金沢等に 至 る街道 を測量 し て
，

7 月 5

日 に能登 国羽 咋郡今浜村 （現在 の 押水町 ）に 至 っ た 。

　 こ こ で忠敬は 初 め て分遣隊を組織 し，門弟 で ある

と ともに 忠敬の 親戚筋に 当た る平 山郡 蔵を隊長 と し

た 。 平山隊 は本隊 と分 か れ て 能登半島の東海岸 を南

か ら測量 し ， 西海岸を北上 し て測量 し た本隊が
， ぐ

る っ と回 っ て東海岸 を南下 し て来 る の を待 っ て ， 七

尾に お い て 7 月27 日 に合流 し た。

　 こ れ か らは再び 双方が一
隊 とな っ て

， 越中 ， 越後

の 海岸 を測量 し て ， 8 月17 日 に直江津 に 達し，前年

の 測点に連結 し て ，こ こ に 本州東半分 の 海岸線 の 測

量 を終了 した の で あ る 。

　 そ の 後忠敬は ， 直江津 の やや東方 の 尼瀬町 （出雲

崎 の 隣）に お い て順風 を待 つ こ と数 日， 8 月26 日に

佐渡に渡航 し， 2 隊 に分か れ て こ れ を実測 し た 。 そ

し て 9月 17目に 寺泊に帰航 し
，

こ れ か ら長岡 ， 六 日

町 ， 清水越を経て 高崎に至 る街道を測 り， 10月 4 日

高崎 にお い て 前年 の 測点に連結 し た後，熊谷 を経て

10月 7 目 に江戸 に帰着 した の で あ る 、

3． 忠敬に 対す る加賀藩の態度

　忠敬 が初め て 蝦夷地の 測量 を行 っ た時に は ， そ の

資格 は
一

介 の 浪人 と い うこ と で あ っ た。 し か し幕府

の 命を受 け た 仕事で あ っ た た め ， 当時幕府 の 直轄地

で あ っ た蝦夷地 にお け る測量 は ， 何 ら の 困難 を見 る

こ と は な か っ た。

　翌年 の 1801年か ら忠敬 は ， 各藩諸候 の 領土 内を測

量 する こ とにな っ た が ， 忠敬 の 資格 は こ の 時 よ り幕

府 の 官吏に準ずる待遇 を得る こ とがで きた 。 数年後

に 忠敬 は正 式に 幕府 の 役人に任 じ られ る の で ある が ，

北陸路 を測量 し た 際に は
， ま だ 正 式な幕吏 で は な か

っ たた め，各藩 の 考 え方 に よ っ て待遇や態度が異 な

っ て い た 。
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　特 に外様藩で あ る加賀藩

で は ， 自分 の 領内 を測量 さ

れ る こ とを内心 か な り不 快

に 思 っ て い た よ うで あ る 。

しか し ， 表面 的に は幕府 の

命令 に従 っ て 相 当な便宜 を

与え，実測 上に支障 を きた

すこ と は し な か っ た。

　た だ ，忠敬が沿道 の 村吏

に各村 の 石高や家数 ， 人 口

等 を記載 し た 文書 の 提出 を

求 め た り，地図 の 形容を定

め る ため の 参考 に し よ うと

し て 沿道 の 地勢な ど に つ い

て 質問 して も， 多 くは 口 を

閉 ざ し て詳細を語 らな か っ

た と， 記 され て い る 。

図
一 3　幕府測量御用旗

　　　 （佐原市・伊能忠

　　　 敬記念館所蔵 ）

　 た だ ， 各村 で の 送 り迎 え とか，宿泊 の 便に は 非常

に気を使い
， そち らの 方 で ， 忠敬

一
行 の 気分 を損ね

な い よ うに心掛 けた よ うで あ る。そ し て こ れ を ， 忠

敬 が九 州を測量 し た 時 の 外 様雄藩 の 態度， 特 に薩摩

藩 の 優遇ぶ りと比 較 して み る と面 白い 。

　薩摩藩 と て も， 当然 そ の 領域 の 地勢を幕府に 示 す

の は好まなか っ た の で あ る が ， 幕府 の 命令に よ り止

むを得な い な ら ば ， 逆に 忠 敬を優遇 し ， 藩吏が測量

を補助し協力す る こ とに よ っ て
， そ の 技術を自分 の

もの としよ うとす る政策を採 っ た の で あ る。特に 薩

南 2 島渡航 に際 し て は， 8 隻 の 大帆船 を忠敬の 用 に

あ て，藩士 8 名 ， 医師 1名 ， 足軽20名 ， 用聞町人 6

名 ， 手伝人足25名 を随行 させ て 諸般 の用 に弁ぜ し め

た。

　新 しい 技術に対す る薩摩藩 の積極性 と加賀藩 の消

極性 ， 時代 の 変化 を洞察す る指導者が い た か ど うか ，

とい う こ とが
，

こ れ か ら約 50年後 の 幕末 に両藩 の 活

躍 の 差 とな っ て表れ た よ う に ， 私 に は感 じ られ る
。

4，　 糸魚川事件

　忠敬が蝦夷地の 測量 を開始 し て以来 ， 北陸路は 4

年目 に 当た っ て い るが ， こ こ ま で の 間に現地 の 下級

藩吏 の 無礼や村民 の 怠慢に 対 し て忠敬 が腹 を立て る

よ うな こ と が 2 ， 3 は あ っ た が
， 何ら問題 を起こ す

よ うな こ とはな く，巡測沿道 の 人 々 と忠敬との 関係
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は
一般 に 平穏良好で あ っ た。

　 し か し ， 北陸路 の 糸魚川 に お い て 初 め て 事件 とい

うべ きもの が起 こ っ た 。

　忠敬 が糸魚川藩内へ 到着 し た の は 8 ，月 9 日で あ っ

た が ， こ の 地で の 測量 の 手 伝 い 方法 に つ い て ，当初

の 打合せ ど お り行 わ れ て い な い
， と言 っ て 忠敬 が大

変に立 腹し た の で あ る。

　藩 か ら忠敬 へ の 応待 の 窓 口 を命ぜ られ た 直江津 の

庄屋渡辺 某 の 日記に よ る と ， 現地の 姫川 を渡る た め

の船 の 手配に粗 ろ うがあ っ て ， 測量 が うま くい か な

か っ た こ とが原 因 ら し い
。 海岸線を測量 し て 来た の

で ， 姫川 の 河 口 を渡る よ うに と忠敬 の 指示 があ っ た

に もか か わ らず ， 河 口 は危険で あ る と し て ，渡 りや

す い と こ ろ に船 を出 し た の で あ る 。 そ の 上 ， 姫川 の

川幅 を聞 い た と こ ろ ， 間違 っ た数値 を報告 し た とい

うの で ある。

　私 の推測で は ， こ の 藩も忠敬 の 測量 を迷惑に思 っ

て い た よ うで あ る が ， 領主 が松平家 で徳川 の 親藩で

あ る た め ， 幕府 の 役人 とい うもの に対す る恐れ もあ

ま りな く， 役人の 応待 もよ くな か っ た た め ， 忠敬 の

怒 りを増幅し た よ うで あ る 。

　藩役人 は ， 自分達は 全 く悪 くな い の に忠敬 が
一

方

的 に 怒 っ た の で ある と して ， 領主 に報告 した た め ，

領主松平 目向守は忠敬が江戸 へ 帰 る前に幕府勘定所

に 次 の よ うに連絡 し た 。 すな わ ち ， 糸魚川 に お い て

村吏 らが忠敬に 対 し て 無礼が あ っ た と忠敬か ら報告

があ る か も知れ ぬ が ， 当方で 調 べ た と こ ろ待遇不良

の 点 は全 くな か っ た ， と い うの で あ る 。

　 そ こ で 幕府当局者は ， 忠敬 が出張先で 多少幕府の

権威 を借 り， 尊 大の 行為があ っ た の で はな い か と疑

い
， 忠敬の 上役 で あ る天 文方高橋至時か ら忠敬 あ て

に ，注意する よ うに手 紙を出 させ た 。

　忠敬が帰府 し て か ら事実 の 説 明が あ り， 結局は問

題 な く終わ っ た の で あ るが， こ の 事件に は ど うも次

の よ うな側面が あ っ た よ うに
， 私 に は思われ る

。

　第
一

は ， 各藩ご と の 待遇 ， あ る い は協力 の 程度 の

相違で あ る 。

　 こ の 年 の 初め に行 っ た東海道で の 測量 に際し て は ，

尾張徳川藩を筆頭 に大変な優遇で ， 沿道吏民か らは

十 分 の便宜を得 る こ とが で きた 。 北陸路に来て 加賀

藩で は前記 の よ うに歓迎は し なか っ たが ， 幕府 の 印

象 を悪 くする こ とは恐れ て
， 扱 い に は十分に気 を つ

120

けたよ うに思 わ れ る 。 と こ ろ が ， 糸魚川 に来 る に至

っ て ， こ こ は待遇 も悪 く協力程度 も悪 か っ た の で ，

今ま で に な く忠敬が立腹 し た の で は な い か と思われ

る 。 内容はそ れ ほ ど悪 意の あ っ た もの で は な か っ た

の で は な い か 。

　 それ と領主 の 松平 目向守 は ，幕府内 へ かな り顔 の

利 く実力者だ っ た の で は な い か と，私 に は思わ れ る。

だ か ら藩 の役人 も忠敬 を軽 く見 る傾 向 もあ っ た の だ

ろ うし， 日向守の 通報に よ っ て 幕府 もた だ ち に忠敬

を注意する よ うな挙 に出た の で あ ろ う。

　次に
， 忠敬 の 性格 が非常 に 几 帳面で ， し か も気性

の 烈 しい と こ ろ が あ っ た こ とが原因に ある と思 わ れ

る。

　自分の 家族や 門弟に対 し て も，非常 に厳 し い 態度

で 臨ん で い る の で あ る 。 す なわ ち ， 娘婿 に不届きな

行為があ っ た と し て ， 娘 に 離別す る よ うに命令 し た

が ， 娘が こ れ を断わ る と娘 を勘当 し て い る 。 ま た ，

門弟で もあ り蝦夷 の 測量行 に従 っ た庶子 の 秀蔵 に対

し て も ， 飲酒 し粗暴な ふ る ま い が多い と し て，勘 当

し た り し て い る の で あ る 。 こ の よ うな性格か ら，糸

魚川 の 役人 の す ぼ らさが我慢で きな か っ た の で は あ

る まい か 。 行動的な男 に は ， え て し て 「か ん し ゃ く

持ち」 が多い もの で ある が ， 忠敬 もそ の
一
例で は な

か っ た か ， と思 われ る 。

5． 忠 敬の 人 生 目的 と測量技術

　忠敬 は若い 頃か ら ， 常に 大きな 目的を持 っ て 人生

を歩む，とい うよ うな と こ ろ が あ っ た ら しい
。 50歳

に して 江戸 へ 出て ， 自分 の 好きな数学，天文学の勉

強をす る よ うに なっ て か ら ， 地球緯度 1度 の 長さを

図
一4 雖 車 （実大の 約壱）
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自分で 正確に測 っ て ，地球の 大 き さ　 ・．・＿

を確め た い ，と い う目標 を持 つ よ う

に な っ た 。

　当時 日本 で は ， 緯度 1度 の 長 さが 　 ・

実測 され た こ とが な く， こ れ が 暦算

と天体運行 の 計算上に 不都合 を生 じ

て い た
。

そ こ で天文方高橋至 時は，

緯度 1 度の 長 さを実測 させ る た め に
，

忠敬 に 蝦夷地測量 を行わ せ た と も考

え られ るの で ある。

　忠敬 の 測量法 は交会法 ， 導線法 と

い われ るもの で ， 三 角測量 の 技術は

ま だ 日本に は導入 され て い な か っ た 。

また ， 測量機器 に し て も， それ ほ ど

高級な もの が用 い られ たわ け で はな

い
。

　 それ な の に ， なぜ忠敬 の 作製 し た地図が ， 現在 の

も の とほ とん ど変わ らな い ほ どに正確で あ っ た の か ，

と い う疑問に対する答えは，大 きく分 けて 二 つ に な

る と思 う。

　 まず第
一

は ， 忠敬が常に 天 体運行 の 観測 を し て ，

天文学 か ら絶対点の 位置を定 め，そ の 点 の 間を測地

す る とい う方法に よ っ て誤差の 累積を防 い だ こ と で

ある 。

　 第二 は，同 じ地点 を何 べ ん も測る こ とに よ っ て ，

誤差 を消した の で あ る。

　 つ まり， 技術 の 未熟 を根気 で補 っ た と い うこ とが

で き よ う。 こ れ は ， 忠敬 の 非常 に几帳面 な性格 が そ

うさせ た とい うこ とも で き る が ， そ の 根本に は，緯

度 1度の 長 さ を正確 に 測 っ て 地球 の 大 きさを知 りた

い
， あ る い は そ の 数値 をも っ て 自分 の 技術， 学 問を

世 に問い た い とい う遠大な 目標 が あ っ たれ ば こ そ ，

困難をお か し ， 時間をか け て も正確な地図をつ くる

こ とに心 がけた の で はあ る まい か と， 私 は考 え る
。

　 糸魚川事件な ども ，
こ う し た忠敬の 考え と現地 の

役人 の 認識 の ずれ が生ぜ し めた ， と言 っ て も過言で

図一5 鍜 鰍 実大 の 約盍） （赴 ）

　　　糶 （実大 の 約豈）（下）

は ある ま い
。

　忠敬 の こ と を考え る た び に私 が い つ も思 うの は ，

技術者や研 究者 が ど の くらい 遠大 な 目標 の もと に仕

事を始 め て い るか ど うか が，そ の 仕事 の 質や深 さを

左右す る こ と が多 い の で はな い か ， と い うこ とで あ

る。

6． あ と が き

　伊能忠敬 の こ と に つ い て
， 多少私 の 独断的な意見

を加 え て 述 べ て みた 。 北陸と関連 し た事柄に つ い て

は ， 北陸入 に とっ て あま り愉快で はな い こ とが多い

か も知れ な い が ， こ れ も何か の 参考 にな る か も知れ

な い と考え て ， あ え て 筆 を と っ た次第である 。 言葉

の足 りな い 点 はお許 し願 い た い
。
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