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時
化
に
船
出
し
「
敗
北
の
逃
避
行
」

増

山

雄

三

慶

応

三

年

（

一

八

六

八

年

）

十

二

月

九

日

に

幕

府

を

廃

す

る

王

政

復

古

の

宣

言

を

受

け

、

德

川

慶

喜

は

京

都

の

二

条

城

か

ら

、

会

津

藩

や

桑

名

藩

の

兵

を

連

れ

て

大

坂

城

へ

移

る

が

、

そ

れ

は

、

新

政

府

に

圧

力

を

か

け

、

経

済

と

軍

事

拠

点

を

押

さ

え

る

意

図

が

あ

っ

た

か

ら

で

、

そ

の

時

、

英

仏

米

蘭

伊

の

外

交

官

を

呼

び

、

今

後

と

も

権

力

者

で

あ

る

意

思

を

示

し

た

。

一

方

、

新

政

府

軍

の

薩

摩

藩

士

や

浪

士

隊

が

、

江

戸

で

略

奪

な

ど

を

行

な

い

混

乱

さ

せ

て

い

た

事

に

対

抗

す

る

た

め

、

慶

喜

は

武

力

で

対

抗

す

る

事

を

決

意

し

、

旧

幕

府

軍

を

京

都

に

向

か

わ

せ

、

慶

応

四

年

一

月

二

日

の

鳥

羽

伏

見

の

戦

い

に

臨

ん

だ

が

、

「

錦

の

御

旗

」

を

掲

げ

る

新

政

府

の

戦

略

で

「

賊

軍

」

と

さ

れ

敗

走

し

て

し

ま

い

、

慶

喜

は

拠

点

の

大

坂

城

を

脱

し

、

江

戸

へ

逃

げ

帰

っ

た

の

で

あ

る

慶

喜

が

大

坂

を

脱

す

る

時

、

「

中

之

島

の

八

軒

屋
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に

船

を

待

た

せ

て

お

け

」

と

命

じ

、

一

月

六

日

午

後

十

時

頃

、

大

坂

城

の

京

橋

口

か

ら

数

人

の

家

臣

ら

と

と

も

に

、

川

沿

い

の

天

保

山

へ

と

向

か

っ

た

が

、

多

く

の

艦

船

が

い

た

に

も

拘

ら

ず

、

闇

に

紛

れ

て

乗

艦

す

る

筈

の

「

開

陽

丸

」

が

見

つ

か

ら

な

い

。

そ

れ

で

、

慶

喜

一

行

は

米

国

艦

で

一

夜

を

過

ご

し

た

後

、

や

っ

と

開

陽

丸

に

乗

艦

で

き

た

が

、

艦

長

の

榎

本

武

揚

が

上

陸

中

で

不

在

だ

っ

た

の

で

、

慶

喜

は

副

艦

長

の

澤

太

郎

左

衛

門

に

江

戸

行

き

を

命

じ

た

も

の

の

、

澤

は

海

上

を

単

に

周

回

さ

せ

た

だ

け

だ

っ

た

の

を

、

慶

喜

は

見

破

り

艦

を

東

進

さ

せ

た

が

。

七

日

は

終

日

の

時

化

で

翌

日

も

悪

天

候

と

い

う

、

無

理

や

り

な

航

行

を

続

け

る

羽

目

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

紀

淡

海

峡

を

過

ぎ

よ

う

と

し

て

い

た

時

、

慶

喜

は

負

け

を

認

め

て

、

新

政

府

に

下

る

意

向

を

示

し

た

た

め

、

江

戸

で

態

勢

を

立

て

直

す

つ

も

り

だ

っ

た

、

会

津

藩

主

の

松

平

容

保

や

桑

名

藩

主

の

松

平

定

敬

は

、

こ

の

話

を

聞

い

て

絶

句

し

て

し

ま

っ

た

。

双

方

の

思

惑

が

す

れ

違

っ

た

ま

ま

、

七

日

、

朝

廷

か

ら

慶

喜

、

容

保

、

定

敬

の

追

討

令

が

で

た

た

め

、
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彼

ら

は

さ

ら

に

窮

地

に

立

た

さ

れ

、

お

ま

け

に

、

急

な

出

航

だ

っ

た

の

で

、

食

料

も

物

資

も

十

分

に

積

ん

で

い

な

か

っ

た

の

で

、

伊

豆

の

下

田

へ

寄

港

し

て

そ

の

調

達

を

図

ろ

う

と

し

た

が

、

時

化

に

阻

ま

れ

そ

れ

も

な

ら

ず

、

踏

ん

だ

り

蹴

っ

た

り

の

惨

め

な

「

敗

北

の

逃

避

行

」

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

そ

れ

で

も

、

艦

は

出

港

し

て

五

日

の

ち

の

十

一

日

夜

、

ほ

う

ほ

う

の

態

で

品

川

沖

に

到

着

し

、

難

局

を

乗

り

切

る

た

め

、

そ

れ

ま

で

余

り

関

係

が

良

好

で

な

か

っ

た

、

幕

臣

の

「

勝

海

舟

」

を

頼

っ

た

判

断

が

正

し

か

っ

た

よ

う

で

、

翌

朝

は

や

ば

や

と

駆

け

付

け

た

海

舟

は

、

そ

の

時

の

慶

喜

の

様

子

を

「

か

く

ま

で

弱

っ

て

い

る

か

と

、

己

は

涙

の

こ

ぼ

れ

る

ほ

ど

嘆

息

し

た

」

と

周

囲

に

語

っ

た

と

い

う

。

か

た

や

上

方

で

は

、

「

慶

喜

東

帰

」

の

報

せ

が

瞬

く

間

に

広

が

り

、

フ

ラ

ン

ス

贔

屓

の

慶

喜

を

皮

肉

り

「

蒸

気

船

に

身

を

隠

し

、

江

戸

に

行

こ

う

か

、

異

国

に

い

こ

う

か

」

と

瓦

版

が

洒

落

る

一

方

、

慶

喜

は

気

が

変

り

や

す

い

と

い

う

性

格

と

、

元

号

「

慶

応

」

の

中

に

「

心

」

の

字

が

二

つ

あ

る

事

に

か

け

、

「

二

心
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あ

り

」

と

皮

肉

ら

れ

た

と

い

う

。

い

ず

れ

に

せ

よ

、

こ

う

し

て

江

戸

へ

帰

っ

た

慶

喜

は

、

天

皇

の

妹

で

先

代

家

茂

の

妻

だ

っ

た

和

宮

や

天

璋

院

篤

子

に

会

っ

て

、

死

を

免

れ

る

た

め

寛

大

な

処

分

を

頼

み

、

さ

ら

に

、

上

野

寛

永

寺

に

退

い

た

あ

と

江

戸

城

を

「

無

血

開

城

」

し

、

水

戸

な

ど

で

謹

慎

生

活

を

送

る

事

に

な

る

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

無

血

開

城

に

つ

い

て

は

、

当

初

、

旧

幕

府

内

で

は

徹

底

抗

戦

を

求

め

る

勢

力

が

多

数

派

だ

っ

た

が

、

慶

喜

は

新

政

府

に

恭

順

の

意

を

示

し

、

徳

川

家

の

菩

提

寺

だ

っ

た

寛

永

寺

で

、

謹

慎

生

活

に

入

っ

た

が

、

有

栖

川

宮

熾

仁

親

王

を

大

総

督

に

就

け

た

新

政

府

の

東

征

軍

は

、

江

戸

へ

向

か

っ

て

着

々

と

進

軍

し

、

そ

の

最

高

司

令

官

が

、

慶

喜

の

切

腹

を

主

張

す

る

強

硬

派

の

「

西

郷

隆

盛

」

だ

っ

た

。

そ

こ

で

、

旧

幕

府

側

は

交

渉

に

望

み

を

か

け

、

ま

ず

幕

臣

の

山

岡

鉄

舟

が

、

下

交

渉

の

た

め

駿

府

に

い

た

西

郷

の

も

と

を

訪

れ

た

時

、

西

郷

か

ら

、

「

慶

喜

の

身

柄

を

備

前

藩

に

預

け

、

江

戸

城

を

明

け

渡

す

」

な

ど

、

七

か

条

の

降

伏

条

件

が

示

さ

れ

た

。
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続

い

て

交

渉

責

任

を

務

め

る

勝

海

舟

が

、

半

月

後

に

江

戸

の

薩

摩

藩

高

輪

屋

敷

で

西

郷

に

会

い

、

降

伏

条

件

に

つ

い

て

本

格

的

に

話

し

合

い

、

海

舟

は

出

身

母

体

の

水

戸

藩

で

あ

れ

ば

慶

喜

の

命

を

守

れ

る

と

い

う

判

断

で

、

「

慶

喜

の

預

け

先

は

備

前

で

は

な

く

水

戸

藩

に

」

な

ど

と

す

る

嘆

願

書

を

提

出

し

た

。

そ

し

て

、

全

て

の

兵

器

や

軍

艦

の

即

時

引

き

渡

し

に

は

、

旧

幕

府

が

応

じ

な

い

な

ど

不

十

分

な

条

件

だ

っ

た

が

、

慶

喜

の

切

腹

を

求

め

る

強

硬

派

だ

っ

た

は

ず

の

西

郷

は

、

冷

静

に

落

し

ど

こ

ろ

を

考

え

て

い

た

事

も

あ

っ

て

、

「

戦

争

は

好

ん

で

す

る

べ

き

で

は

な

い

」

と

い

い

、

江

戸

城

の

総

攻

撃

中

止

を

決

め

た

。

こ

の

よ

う

に

交

渉

が

順

調

に

進

ん

だ

背

景

に

は

、

実

は

、

西

郷

の

書

状

に

「

海

舟

に

ひ

ど

く

惚

れ

申

し

候

」

と

の

記

述

が

残

っ

て

い

る

一

方

、

勝

の

回

顧

録

で

あ

る

「

氷

川

清

話

」

に

、

「

天

下

の

大

事

を

負

担

す

る

も

の

は

、

果

し

て

西

郷

で

は

あ

る

ま

い

か

と

、

ま

た

ひ

そ

か

に

恐

れ

た

よ

」

書

か

れ

て

い

る

。

そ

れ

で

、

二

人

の

交

渉

は

お

お

む

ね

勝

の

ペ

ー

ス

で

進

み

、

勝

は

、

新

政

府

軍

が

江

戸

城

総

攻

撃

を

し
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た

場

合

、

江

戸

の

街

を

焼

き

払

っ

て

対

抗

す

る

策

を

練

っ

て

い

た

と

話

し

た

と

い

う

が

、

西

郷

は

、

旧

幕

府

に

譲

歩

し

た

事

が

反

発

を

招

き

、

後

に

、

新

政

府

内

で

孤

立

す

る

は

め

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

西

郷

が

亡

く

な

っ

て

か

ら

二

年

後

の

明

治

十

二

年

（

一

八

七

九

年

）
、

勝

は

西

郷

の

記

念

碑

の

「

留

魂

碑

」

を

建

立

し

た

が

、

碑

の

裏

に

は

「

誰

よ

り

も

自

分

が

あ

な

た

の

こ

と

を

知

っ

て

い

る

」

と

い

う

意

味

の

漢

文

が

刻

ま

れ

、

そ

れ

は

今

、

都

内

に

あ

る

勝

の

墓

の

す

ぐ

近

く

に

あ

る

。

勝

海

舟

の

玄

孫

に

あ

た

り

、

功

績

を

広

め

る

「

勝

海

舟

の

会

」

の

名

誉

会

長

を

務

め

る

、

五

十

五

才

に

な

る

高

山

み

な

子

さ

ん

は

、

無

血

開

城

の

交

渉

が

成

立

し

た

の

は

、

小

説

や

芝

居

で

は

「

海

舟

と

西

郷

が

肝

胆

相

照

ら

す

仲

」

だ

っ

た

と

い

う

が

、

そ

ん

な

情

緒

的

な

話

で

は

な

く

、

国

土

の

荒

廃

は

経

済

的

に

も

大

損

失

だ

っ

た

の

で

、

二

人

の

間

で

は

、

「

江

戸

を

焼

け

野

原

に

し

て

は

い

け

な

い

」

と

い

う

共

通

の

理

解

が

あ

っ

た

か

ら

だ

と

い

う

。

さ

ら

に

、

西

郷

が

新

政

府

内

で

強

硬

派

と

見

ら

れ
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て

い

た

の

は

、

彼

の

パ

フ

ォ

ー

マ

ン

ス

で

、

「

慶

喜

の

首

を

取

っ

て

く

る

」

と

い

っ

た

言

動

に

は

、

自

分

の

背

後

に

い

る

血

気

盛

ん

な

人

達

を

、

納

得

さ

せ

る

狙

い

が

あ

っ

た

の

だ

ろ

う

と

も

い

う

。

ま

た

海

舟

は

交

渉

の

中

で

、

海

外

留

学

の

経

験

者

が

数

多

く

い

る

、

慶

喜

の

家

臣

達

へ

の

寛

大

な

措

置

も

求

め

て

い

る

が

、

そ

れ

は

、

日

本

の

近

代

化

に

役

立

つ

人

を

殺

し

て

は

だ

め

だ

と

い

う

思

い

が

あ

っ

た

か

ら

で

、

彼

の

最

大

の

功

績

は

、

人

命

第

一

で

行

動

し

戦

争

を

回

避

し

た

事

で

、

怨

恨

の

連

鎖

を

断

ち

、

日

本

を

近

代

化

さ

せ

る

事

を

目

指

し

た

の

だ

ろ

う

、

と

思

っ

て

い

る

と

も

語

っ

て

い

る

。

か

く

し

て

命

が

助

か

っ

た

「

慶

喜

」

は

、

や

が

て

政

治

の

表

舞

台

か

ら

退

い

て

、

徳

川

家

は

駿

府

七

十

万

石

の

大

名

と

し

て

存

続

を

許

さ

れ

、

後

に

、

彼

は

公

爵

に

も

な

り

長

生

き

し

た

が

、

も

し

早

く

に

命

を

落

と

し

て

い

れ

ば

、

「

朝

敵

」

の

ま

ま

で

終

わ

っ

て

し

ま

っ

た

と

思

う

が

、

混

迷

の

時

期

と

し

て

は

、

幸

せ

な

人

生

を

全

う

し

た

男

だ

っ

た

と

い

え

よ

う

。

令

和

二

年

六

月


