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「
幻
に
終
わ
っ
た
大
阪
遷
都
論
」

増

山

雄

三

大

阪

市

の

中

心

部

を

南

北

に

貫

く

御

堂

筋

に

面

し

て

、

そ

の

名

の

由

来

と

な

っ

た

、

本

願

寺

津

村

別

院

で

あ

る

「

北

御

堂

」

が

建

っ

て

い

る

が

、

そ

こ

は

、

明

治

新

政

府

の

中

心

人

物

の

一

人

だ

っ

た

「

大

久

保

利

通

」

が

、

大

阪

を

都

に

し

よ

う

と

「

幻

に

終

わ

っ

た

大

阪

遷

都

論

」

で

、

そ

の

堂

舎

を

天

皇

の

仮

皇

居

の

「

行

在

所

」

と

し

て

使

っ

た

所

だ

。

大

久

保

は

、

慶

応

四

年

（

一

八

六

八

年

）

一

月

十

七

日

、

新

政

府

総

裁

の

有

栖

川

宮

熾

仁

親

王

に

対

し

て

、

〈

遷

都

ノ

地

ハ

浪

華

ニ

如

ク

ベ

カ

ラ

ズ

。

今

日

寸

刻

モ

置

ク

ベ

カ

ラ

ザ

ル

急

務

ト

奉

存

候

〉

と

い

う

建

白

書

を

提

出

し

、

天

皇

が

大

阪

に

赴

き

、

そ

の

ま

ま

滞

在

す

べ

き

だ

と

上

申

し

た

の

で

あ

る

。

大

久

保

が

こ

の

よ

う

な

建

白

を

し

た

背

景

は

、

新

政

府

が

天

皇

を

君

主

と

し

て

い

た

だ

き

、

欧

米

列

強

に

対

抗

で

き

る

体

制

を

整

え

る

に

は

、

そ

れ

ま

で

の
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し

が

ら

み

が

多

く

、

内

陸

の

「

京

都

」

か

ら

脱

出

す

る

必

要

が

あ

り

、

ま

た

、

貿

易

や

交

通

と

国

防

の

た

め

、

港

湾

の

重

要

性

が

増

し

た

事

も

あ

っ

た

。

当

時

、

京

都

以

外

の

大

都

市

と

言

え

ば

江

戸

か

大

阪

だ

っ

た

が

、

德

川

の

勢

力

が

残

る

中

、

幕

府

の

本

拠

地

だ

っ

た

江

戸

に

、

明

治

天

皇

の

居

所

を

移

す

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た

の

で

、

も

し

遷

都

す

る

と

し

た

ら

、

「

大

阪

」

し

か

選

択

肢

が

な

か

っ

た

の

だ

。

そ

れ

で

、

明

治

天

皇

の

大

阪

行

幸

は

三

月

二

十

三

日

に

実

現

し

、

江

戸

時

代

に

朝

鮮

通

信

使

の

使

節

団

が

宿

舎

に

し

た

北

御

堂

に

近

接

し

た

、

格

式

が

あ

り

眺

望

も

素

晴

ら

し

い

、

三

階

建

て

の

「

襲

明

閣

」

で

天

皇

は

起

居

し

、

随

行

者

は

本

堂

を

宿

舎

と

し

そ

の

滞

在

期

間

は

四

十

日

に

及

ん

だ

と

い

う

。

現

在

、

御

堂

筋

沿

い

に

聳

え

る

の

は

、

大

阪

大

空

襲

で

焼

失

し

た

も

の

が

再

建

さ

れ

た

も

の

で

、

史

料

が

消

失

し

て

詳

細

は

よ

く

分

ら

な

い

が

、

当

時

の

門

徒

ら

は

、

天

保

山

沖

で

汲

ん

だ

海

水

を

樽

に

入

れ

て

大

八

車

で

運

び

、

そ

れ

を

庭

の

池

に

満

た

し

て

、

タ

イ

を

泳

が

せ

た

と

い

う

。
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い

ま

、

津

村

別

院

の

広

報

企

画

室

長

を

務

め

る

藤

原

慶

人

さ

ん

は

、

「

当

時

の

大

阪

商

人

の

多

く

が

本

願

寺

の

門

徒

で

、

新

政

府

に

多

額

の

資

金

を

拠

出

し

て

い

た

と

い

う

が

、

そ

れ

は

、

大

阪

遷

都

を

期

待

し

て

い

た

か

ら

な

の

で

し

ょ

う

」

と

い

う

。

と

こ

ろ

が

、

そ

の

年

の

四

月

十

一

日

に

は

江

戸

城

が

無

血

開

城

さ

れ

、

そ

れ

に

続

く

上

野

で

の

彰

義

隊

に

よ

る

戦

い

も

終

結

し

情

勢

が

安

定

し

た

の

で

、

遷

都

先

と

し

て

江

戸

が

急

浮

上

し

、

大

久

保

は

周

囲

の

意

見

を

受

け

江

戸

遷

都

に

考

え

が

傾

い

て

、

京

都

に

対

す

る

東

の

京

と

し

て

、

江

戸

を

「

東

京

」

と

名

を

改

め

遷

都

先

と

し

、

そ

れ

以

降

、

大

阪

遷

都

論

が

再

燃

す

る

事

が

な

か

っ

た

。

そ

れ

で

も

、

大

阪

歴

史

博

物

館

々

長

の

豆

谷

さ

ん

が

言

う

に

は

、

「

大

久

保

利

通

は

、

本

気

で

大

阪

へ

の

遷

都

を

考

え

て

い

た

よ

う

だ

が

、

当

時

の

情

勢

は

非

常

に

流

動

的

で

、

も

し

、

江

戸

城

が

開

城

な

ら

ず

に

上

野

で

の

戦

争

が

長

引

け

ば

、

大

阪

遷

都

が

実

現

し

た

可

能

性

が

高

か

っ

た

と

思

う

。

そ

れ

で

も

、

北

御

堂

は

あ

く

ま

で

も

一

時

的

な

滞

在

地

で

、

大

阪

遷
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都

が

実

行

さ

れ

れ

ば

、

恐

ら

く

大

坂

城

を

整

備

し

て

皇

居

に

し

た

と

思

う

。

だ

が

、

仮

に

遷

都

し

た

と

し

て

も

、

大

阪

は

人

口

が

三

十

数

万

で

江

戸

が

百

万

を

超

え

て

い

た

の

で

、

大

阪

が

ず

っ

と

首

都

の

ま

ま

で

あ

っ

た

と

は

考

え

難

い

。
、

秀

吉

以

降

の

歴

史

上

、

大

阪

は

経

済

の

中

心

地

と

し

て

栄

え

、

政

治

の

中

心

と

な

っ

た

期

間

は

短

か

っ

た

の

で

す

」

と

話

す

。

と

こ

ろ

で

、

こ

の

大

久

保

利

通

と

い

う

人

物

の

、

髯

を

生

や

し

た

肖

像

を

み

る

と

、

同

じ

薩

摩

出

身

な

が

ら

、

茫

洋

と

し

た

イ

メ

ー

ジ

で

恰

幅

の

あ

る

西

郷

隆

盛

と

は

全

く

違

い

、

長

身

痩

躯

で

、

い

か

に

も

能

吏

を

思

は

せ

る

、

怜

悧

な

表

情

を

し

て

い

る

。

そ

れ

に

、

寡

黙

で

他

を

圧

倒

す

る

威

厳

を

持

ち

、

か

つ

冷

静

な

理

論

家

で

も

あ

っ

た

た

め

、

一

瞥

さ

れ

た

だ

け

で

、

そ

の

気

迫

に

飲

ま

れ

て

し

ま

い

、

い

さ

さ

か

と

っ

つ

き

難

い

と

こ

ろ

が

あ

っ

た

の

か

、

鹿

児

島

の

薩

軍

墓

地

に

は

、

西

郷

や

桐

野

以

下

の

大

き

な

墓

標

は

あ

る

が

、

大

久

保

の

も

の

は

な

い

。

こ

れ

は

、

征

韓

論

を

巡

る

革

命

政

権

批

判

派

の

西

郷

と

、

擁

護

派

の

主

軸

だ

っ

た

大

久

保

と

の

一

大

衝
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突

に

よ

る

の

か

も

知

れ

な

い

が

、

西

郷

は

革

命

期

の

「

情

義

機

関

」

で

あ

り

、

一

方

、

大

久

保

は

冷

厳

極

ま

り

な

い

「

政

治

機

関

」

と

言

う

べ

き

だ

ろ

う

が

、

で

も

、

二

人

の

間

に

は

「

私

怨

」

は

な

か

っ

た

。

西

郷

と

大

久

保

は

、

共

に

鹿

児

島

城

下

の

下

級

藩

士

の

家

に

生

ま

れ

た

が

、

大

久

保

の

父

は

、

藩

政

改

革

に

与

し

弾

圧

を

う

け

、

二

十

才

を

す

ぎ

た

彼

の

家

は

悲

惨

を

極

め

、

食

わ

ぬ

日

に

は

西

郷

家

に

で

か

け

て

、

無

言

で

飯

を

よ

そ

っ

て

食

っ

て

い

た

、

と

い

う

よ

う

な

交

わ

り

か

ら

成

立

し

て

い

た

。

さ

て

、

明

治

四

年

（

一

八

七

一

年

）
、

成

り

立

っ

た

ば

か

り

の

日

本

が

、

ど

ん

な

国

家

制

度

を

採

る

べ

き

か

を

探

す

た

め

、

大

久

保

は

岩

倉

具

視

と

木

戸

孝

允

ら

と

一

緒

に

、

大

急

ぎ

で

欧

米

視

察

に

い

っ

た

そ

の

途

中

、

ハ

ノ

ー

ブ

ル

か

ら

十

三

時

間

の

汽

車

の

旅

を

し

、

フ

ラ

ン

ク

フ

ル

ト

に

着

い

た

。

そ

し

て

一

行

は

、

町

の

中

央

に

あ

る

「

普

仏

戦

争

平

和

条

約

」

を

調

印

し

た

「

白

鳥

館

」

と

い

う

ホ

テ

ル

に

泊

ま

っ

た

と

き

、

大

久

保

の

泊

っ

た

部

屋

は

、

フ

ラ

ン

ス

と

プ

ロ

シ

ャ

両

国

の

全

権

が

、

大

論

争

を
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し

て

プ

ロ

シ

ャ

が

勝

利

し

た

記

念

の

部

屋

だ

っ

た

。

こ

の

時

、

大

久

保

は

戦

争

に

負

け

た

フ

ラ

ン

ス

の

政

体

は

日

本

に

と

っ

て

は

論

外

と

し

、

勝

っ

た

プ

ロ

シ

ャ

こ

そ

参

考

に

す

べ

き

だ

と

、

彼

の

建

国

思

想

は

こ

の

あ

た

り

で

固

ま

り

始

め

た

と

い

う

が

、

こ

の

外

遊

中

、

彼

は

そ

の

端

正

な

姿

勢

を

一

度

も

崩

さ

な

か

っ

た

も

の

の

、

外

遊

が

終

る

頃

、

「

帰

国

す

れ

ば

、

自

分

は

隠

退

し

た

い

」

と

い

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

欧

米

の

進

化

を

じ

か

に

見

て

、

自

分

の

よ

う

な

旧

式

な

者

で

は

、

到

底

こ

れ

ら

の

よ

う

な

文

明

を

興

す

能

力

は

な

い

と

知

っ

た

た

め

だ

が

、

岩

倉

の

説

得

で

思

い

留

ま

っ

た

と

は

い

え

、

彼

の

権

力

執

着

心

と

い

う

の

は

、

こ

の

程

度

に

希

薄

だ

っ

た

。

そ

れ

で

も

、

こ

の

よ

う

な

弱

気

を

起

こ

し

た

大

久

保

は

、

帰

国

し

て

す

ぐ

に

伊

藤

博

文

を

起

草

者

と

し

て

、

プ

ロ

シ

ャ

憲

法

を

参

考

に

す

べ

き

だ

と

い

う

、

「

天

皇

絶

対

制

国

家

」

と

い

う

意

見

書

を

書

き

、

そ

れ

は

ま

さ

に

、

彼

の

器

質

と

政

治

感

覚

が

生

み

出

し

た

、

力

作

だ

っ

た

と

い

っ

て

い

い

の

だ

ろ

う

。

世

の

中

が

ま

だ

定

ま

ら

な

い

、

維

新

後

の

明

治

十
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一

年

（

一

八

七

八

年

）

五

月

十

四

日

、

東

京

麹

町

の

紀

尾

井

坂

で

、

と

き

の

内

務

卿

だ

っ

た

大

久

保

利

通

に

対

し

、

権

力

を

恣

に

す

る

と

い

う

五

項

目

の

斬

奸

状

を

持

ち

、

征

韓

論

の

西

郷

を

下

野

さ

せ

た

事

に

憤

激

し

た

、

石

川

県

の

不

平

士

族

「

島

田

一

郎

」

ら

六

名

に

よ

り

暗

殺

事

件

が

起

こ

っ

た

。

そ

れ

ら

は

、

小

異

を

捨

て

大

道

に

つ

く

維

新

の

改

革

を

進

め

る

彼

に

と

っ

て

は

、

片

腹

痛

か

っ

た

に

違

い

な

い

が

、

四

十

七

才

の

大

久

保

に

と

っ

て

、

道

半

ば

で

そ

れ

を

投

げ

出

さ

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

と

い

う

の

は

、

誠

に

残

念

だ

っ

た

に

違

い

な

い

。

と

は

い

え

、

暗

殺

さ

れ

る

ま

で

は

、

財

政

も

危

機

に

瀕

し

、

空

中

楼

閣

に

な

り

そ

う

な

政

権

で

、

中

心

的

存

在

で

あ

り

続

け

、

こ

れ

ほ

ど

重

量

感

と

安

定

感

を

与

え

た

人

間

は

、

彼

を

除

い

て

他

に

な

く

、

ま

さ

に

、

「

大

久

保

利

通

一

人

の

存

在

に

よ

る

も

の

」

と

い

っ

て

も

、

褒

め

す

ぎ

で

は

な

い

だ

ろ

う

。

そ

れ

に

し

て

も

、

明

治

の

日

本

は

、

惜

し

い

人

間

を

、

余

り

に

も

早

く

な

く

し

て

し

ま

っ

た

も

の

だ

。

令

和

二

年

六

月


