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「
動
け
ば
雷
電
の
如
く
発
す
れ
ば
風
雨
の
如
し
」

増

山

雄

三

元

治

元

年

（

一

八

六

四

年

）

六

月

五

日

に

起

っ

た

「

池

田

屋

事

件

」

で

、

新

選

組

が

尊

王

攘

夷

を

唱

え

る

多

く

の

長

州

藩

志

士

を

殺

害

し

た

事

に

、

藩

内

で

怒

り

が

沸

騰

し

、

八

月

十

八

日

夜

、

急

進

派

の

来

島

又

兵

衛

が

指

揮

し

た

総

勢

二

千

人

が

、

「

御

所

」

へ

向

か

っ

て

京

都

郊

外

か

ら

攻

め

込

ん

だ

。

そ

し

て

来

島

隊

は

、

会

津

藩

が

守

る

「

蛤

御

門

」

を

突

破

し

よ

う

と

発

砲

し

た

が

、

別

の

門

で

守

備

し

て

い

た

西

郷

隆

盛

率

い

る

薩

摩

藩

兵

が

駆

け

つ

け

こ

れ

を

阻

み

、

天

皇

を

巡

る

奪

り

あ

い

の

勝

敗

は

、

長

州

が

惨

敗

し

半

日

で

あ

っ

け

な

く

決

し

た

。

後

に

こ

の

激

戦

は

、

禁

裏

す

な

わ

ち

御

所

の

門

を

攻

め

立

て

た

事

か

ら

、

「

禁

門

の

変

」

と

呼

ば

れ

た

が

、

こ

の

時

、

来

島

は

討

死

し

長

州

勢

の

死

者

は

二

百

五

十

人

の

多

く

に

達

し

、

同

時

に

長

州

藩

邸

か

ら

も

出

火

し

、

周

辺

の

民

家

約

二

万

八

千

と

東

本

願

寺
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も

焼

失

し

た

た

め

、

京

都

は

荒

廃

し

御

所

か

ら

天

皇

も

去

り

、

敗

れ

た

長

州

は

「

朝

敵

」

と

な

り

、

幕

府

が

長

州

征

伐

に

乗

り

出

す

き

っ

か

け

に

な

っ

た

。

禁

門

の

変

が

終

わ

っ

た

後

、

第

一

次

長

州

征

討

軍

の

参

謀

を

つ

と

め

て

い

た

西

郷

隆

盛

は

、

長

州

藩

に

急

進

派

藩

士

の

処

分

を

求

め

た

が

、

当

時

、

同

藩

で

は

幕

府

に

恭

順

す

る

保

守

派

が

幕

政

を

掌

握

し

、

そ

の

中

の

一

人

で

も

あ

っ

た

、

岩

国

領

主

の

吉

川

経

幹

は

、

幕

府

と

の

調

停

役

を

務

め

て

い

た

。

こ

の

時

期

、

長

州

藩

の

尊

王

攘

夷

の

志

士

と

し

て

活

躍

し

、

奇

兵

隊

な

ど

の

諸

隊

を

創

設

し

、

長

州

藩

を

倒

幕

に

方

向

付

け

を

し

た

人

物

と

し

て

、

「

高

杉

晋

作

（

一

八

三

九

～

一

八

六

七

）
」

と

い

う

男

が

い

た

が

、

こ

の

時

、

吉

川

が

高

杉

の

切

腹

や

断

首

を

検

討

し

て

い

た

こ

と

を

示

す

文

書

が

、

岩

国

市

立

博

物

館

の

「

岩

国

徴

古

館

」

で

見

つ

か

っ

た

。

そ

の

文

書

は

二

つ

あ

り

、

一

つ

は

長

州

藩

家

老

の

志

道

安

房

が

、

征

討

軍

の

前

線

基

地

が

あ

っ

た

広

島

に

向

か

う

途

中

、

岩

国

藩

に

立

ち

寄

っ

た

際

の

「

手

控

」

で

、

そ

こ

に

は

藩

の

処

分

案

が

記

さ

れ

、

晋

作
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は

高

杉

和

助

の

名

で

「

切

腹

之

部

」

に

あ

っ

た

。

二

つ

目

は

、

晋

作

ら

急

進

派

七

人

の

名

が

書

か

れ

た

「

斬

首

状

写

」

で

、

そ

こ

に

「

姦

吏

と

徒

党

を

結

ん

で

、

上

を

欺

き

、

下

を

惑

わ

し

、

君

恩

を

忘

れ

、

度

々

亡

命

す

る

こ

と

不

義

不

忠

の

至

り

」

と

彼

の

罪

状

を

挙

げ

、

「

斬

首

披

仰

付

候

事

」

と

し

て

い

る

。

晋

作

自

身

は

、

禁

門

の

変

に

は

参

加

し

な

か

っ

た

も

の

の

、

急

進

派

の

一

人

と

し

て

処

分

が

検

討

さ

れ

た

と

み

ら

れ

る

が

、

結

局

、

長

州

藩

は

家

老

三

人

を

切

腹

さ

せ

、

急

進

派

の

四

人

を

斬

首

し

て

征

討

軍

の

武

力

制

裁

を

回

避

し

た

一

方

、

出

奔

し

て

福

岡

に

潜

伏

し

た

晋

作

は

、

下

関

で

挙

兵

し

藩

政

府

を

打

倒

し

た

そ

の

後

、

同

藩

は

第

二

次

長

州

征

討

軍

に

も

勝

っ

て

、

倒

幕

を

主

導

し

て

い

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

で

も

、

長

州

藩

政

府

が

晋

作

殺

害

を

検

討

し

た

こ

と

を

裏

付

け

る

史

料

は

、

こ

れ

ま

で

は

な

か

っ

た

の

で

貴

重

な

も

の

で

、

も

し

晋

作

が

こ

の

よ

う

な

形

で

殺

害

さ

れ

て

い

た

ら

、

長

州

は

討

幕

の

中

心

勢

力

と

は

な

り

え

ず

、

明

治

維

新

の

形

も

変

わ

っ

て

い

た

の

で

は

な

い

か

と

思

は

れ

る

。
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と

こ

ろ

で

、

高

杉

晋

作

は

、

長

門

国

萩

城

下

菊

屋

横

丁

の

、

長

州

藩

士

だ

っ

た

高

杉

小

忠

太

の

長

男

と

し

て

生

ま

れ

、

十

才

の

こ

ろ

に

疱

瘡

を

患

う

が

、

嘉

永

五

年

（

一

八

五

二

年

）

に

藩

校

の

明

倫

館

に

入

学

し

、

柳

生

新

陰

流

を

学

び

免

許

皆

伝

に

な

り

、

そ

の

あ

と

松

下

村

塾

に

入

り

、

松

下

村

塾

四

天

王

の

一

人

と

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

そ

し

て

、

安

政

五

年

（

一

八

五

七

年

）

三

月

に

は

藩

命

で

江

戸

へ

遊

学

し

た

と

き

、

師

の

松

陰

が

「

安

政

の

大

獄

」

で

捕

え

ら

れ

る

と

、

伝

馬

町

獄

を

見

舞

っ

て

そ

の

世

話

を

す

る

が

、

松

陰

が

処

刑

さ

れ

る

と

萩

に

戻

っ

た

二

年

後

、

海

軍

修

練

の

た

め

軍

艦

「

丙

辰

丸

」

に

乗

船

し

、

再

び

江

戸

へ

渡

っ

た

。

江

戸

で

は

、

神

道

無

念

流

道

場

で

剣

術

の

稽

古

な

ど

を

し

て

い

た

が

、

そ

の

後

、

東

北

遊

学

を

行

な

っ

て

佐

久

間

象

山

や

横

井

小

楠

と

交

流

し

、

翌

年

五

月

に

は

、

藩

命

で

幕

府

使

節

随

行

員

と

し

て

長

崎

か

ら

上

海

へ

渡

航

し

た

時

、

清

が

欧

米

の

植

民

地

に

な

り

つ

つ

あ

る

の

を

み

て

、

大

い

に

影

響

を

受

け

た

。

長

州

藩

で

は

、

晋

作

の

渡

航

中

に

守

旧

派

の

長

井
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雅

楽

が

失

脚

し

、

尊

王

攘

夷

派

が

台

頭

し

、

彼

も

木

戸

孝

允

や

久

坂

玄

瑞

ら

と

と

も

に

尊

攘

運

動

に

加

わ

り

、

江

戸

や

京

都

で

勤

王

と

破

約

攘

夷

の

宣

伝

活

動

を

展

開

し

、

各

藩

の

志

士

達

と

交

流

を

し

た

。

文

久

三

年

（

一

八

五

三

年

）

五

月

、

幕

府

が

朝

廷

か

ら

要

請

さ

れ

制

定

し

た

攘

夷

期

限

が

過

ぎ

る

と

、

長

州

藩

は

関

門

海

峡

で

外

国

船

砲

撃

を

行

な

う

が

、

逆

に

米

仏

の

報

復

に

逢

い

惨

敗

、

晋

作

は

そ

の

和

議

交

渉

を

任

さ

れ

、

そ

こ

で

両

国

は

数

多

く

の

条

件

と

共

に

「

彦

島

の

租

借

」

を

要

求

し

て

き

た

。

晋

作

は

、

そ

の

と

き

ほ

ぼ

全

て

の

提

示

条

件

を

受

け

入

れ

た

が

、

領

土

の

租

借

に

つ

い

て

は

頑

と

し

て

受

け

つ

け

な

か

っ

た

の

は

、

「

領

土

の

期

限

付

き

租

借

」

の

意

味

が

、

清

国

で

見

聞

し

た

「

植

民

地

化

」

で

あ

る

と

い

う

事

を

、

二

十

四

才

に

な

っ

た

ば

か

り

の

彼

が

、

深

く

見

抜

い

て

い

た

か

ら

で

あ

っ

た

。

幕

府

に

よ

る

第

一

次

長

州

征

伐

が

迫

る

中

、

幕

府

恭

順

の

保

守

派

が

台

頭

す

る

が

、

そ

れ

に

対

抗

す

る

晋

作

は

、

自

ら

創

設

し

た

奇

兵

隊

と

伊

藤

博

文

率

い

る

力

士

隊

と

共

に

「

功

山

寺

」

で

挙

兵

し

、

恭

順

派



6

を

排

斥

し

、

藩

の

実

権

を

握

っ

た

。

そ

し

て

、

再

度

の

長

州

征

伐

に

備

え

、

晋

作

は

土

佐

の

坂

本

龍

馬

の

仲

介

で

、

伊

藤

や

桂

と

か

ね

て

よ

り

進

め

て

い

た

薩

長

盟

約

を

結

び

、

防

衛

体

制

の

強

化

を

進

め

、

第

二

次

長

州

征

伐

で

は

海

軍

総

督

と

し

て

「

丙

寅

丸

」

に

乗

船

し

、

戦

闘

指

揮

を

執

り

幕

府

軍

を

敗

走

さ

せ

た

。

そ

の

後

、

将

軍

家

茂

が

死

去

す

る

と

、

肥

後

藩

ほ

か

九

州

の

各

藩

が

戦

線

か

ら

離

脱

し

、

残

さ

れ

た

小

倉

藩

が

城

に

火

を

放

ち

逃

走

し

た

た

め

、

幕

府

軍

の

敗

北

は

決

定

的

と

な

り

権

威

は

失

墜

し

、

こ

れ

が

大

政

奉

還

へ

と

繋

が

っ

て

い

っ

た

が

、

晋

作

は

肺

結

核

で

療

養

中

、

慶

応

三

年

（

一

八

六

七

年

）

の

四

月

十

四

日

に

、

二

十

九

才

の

若

さ

で

死

去

し

た

。

そ

ん

な

生

き

様

を

し

た

晋

作

だ

っ

た

が

、

小

柄

な

男

で

そ

れ

を

本

人

も

気

に

し

、

直

立

し

て

撮

っ

た

写

真

は

現

存

し

な

い

が

、

小

柄

な

故

に

長

い

刀

を

好

ん

で

使

用

し

た

た

め

、

そ

の

姿

は

、

ま

る

で

刀

を

引

き

ず

っ

て

歩

い

て

い

る

よ

う

に

見

え

た

と

い

う

。

師

で

あ

る

吉

田

松

陰

は

、

彼

の

非

凡

さ

を

い

ち

早
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く

見

抜

き

、

剣

術

ば

か

り

で

あ

ま

り

学

業

に

本

腰

を

入

れ

な

い

彼

を

奮

起

さ

せ

る

た

め

、

同

門

の

久

坂

玄

瑞

を

べ

た

褒

め

し

た

た

め

、

晋

作

は

そ

の

悔

し

さ

を

バ

ネ

に

、

自

身

の

持

つ

非

凡

さ

を

発

揮

し

玄

瑞

と

肩

を

並

べ

、

お

互

い

を

切

磋

琢

磨

し

あ

っ

た

と

い

う

。

そ

れ

に

、

「

男

子

と

い

う

も

の

は

困

っ

た

と

決

し

て

い

う

も

の

で

は

な

い

。

困

っ

た

と

い

う

時

は

死

ぬ

時

で

あ

る

。

ど

ん

な

難

局

に

処

し

て

も

、

必

ず

曲

が

り

角

が

あ

る

の

で

、

何

困

ら

ぬ

と

言

う

気

概

で

や

っ

て

お

る

と

、

自

ず

と

通

じ

る

も

の

で

あ

る

。

断

じ

て

困

ら

ぬ

と

い

う

気

概

で

や

っ

て

い

れ

ば

、

必

ず

道

は

つ

く

も

の

で

あ

る

」

と

い

う

父

の

教

え

を

、

晋

作

は

生

涯

貫

い

て

き

た

人

生

で

も

あ

っ

た

。

盟

友

だ

っ

た

伊

藤

博

文

は

、

高

杉

晋

作

の

事

を

、

「

動

け

ば

雷

電

の

如

く

発

す

れ

ば

風

雨

の

如

し

、

衆

目

駭

然

、

敢

て

正

視

す

る

者

な

し

。

こ

れ

我

が

東

行

高

杉

君

に

非

ず

や

。

中

々

勇

敢

の

人

で

、

創

業

的

才

藻

に

は

余

程

富

ん

で

居

っ

た

」

と

評

し

て

い

る

が

、

そ

れ

こ

そ

ま

さ

に

、

彼

を

知

る

人

の

言

葉

で

あ

る

。

令

和

二

年

五

月


