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「
陛
下

カ
イ
ゼ
ル
に
お
な
り
な
さ
い
」

増

山

雄

三

幕

末

の

長

州

藩

に

、

青

木

周

弼

（

一

八

○

三

～

六

三

）

と

い

う

蘭

方

医

が

い

て

、

藩

内

の

洋

学

の

指

導

者

的

立

場

に

あ

っ

た

が

、

青

木

周

蔵

（

一

八

四

四

～

一

九

四

一

）

は

、

そ

の

養

子

と

し

て

青

木

家

を

継

い

で

、

明

治

期

に

は

外

交

官

と

し

て

活

躍

し

た

。

周

蔵

は

、

同

じ

外

交

畑

で

も

、

非

藩

閥

人

だ

っ

た

陸

奥

宗

光

の

よ

う

に

、

経

綸

家

と

い

う

ほ

ど

で

は

な

く

、

ま

た

宗

光

と

同

様

に

、

非

藩

閥

人

だ

っ

た

小

村

寿

太

郎

の

よ

う

に

、

テ

ロ

を

恐

れ

ず

に

一

命

を

賭

し

て

、

明

治

国

家

の

危

機

を

何

度

も

救

っ

た

と

い

う

よ

う

な

、

凄

味

の

あ

る

人

物

で

は

な

か

っ

た

が

、

藩

閥

と

い

う

陽

の

あ

た

る

場

所

に

育

っ

た

と

い

う

、

ど

こ

か

人

の

良

さ

が

あ

っ

た

。

人

名

録

的

に

い

う

と

、

青

木

周

蔵

は

、

ま

だ

長

州

藩

が

存

在

し

て

い

た

、

慶

応

四

年

（

一

八

六

八

年

）

に

藩

費

で

ド

イ

ツ

に

留

学

し

て

、

ド

イ

ツ

在

住

の

ま
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ま

、

新

政

府

の

一

等

書

記

官

心

得

に

な

っ

た

が

、

そ

の

翌

年

、

三

十

才

で

ド

イ

ツ

公

使

に

な

っ

た

と

い

う

か

ら

、

近

代

国

家

の

慌

た

だ

し

さ

が

、

い

さ

さ

か

こ

の

青

年

の

官

歴

に

感

じ

ら

れ

る

。

彼

は

生

涯

で

三

度

に

わ

た

っ

て

、

駐

ド

イ

ツ

公

使

を

つ

と

め

た

が

、

二

度

目

の

駐

ド

イ

ツ

公

使

の

任

を

終

え

て

、

外

務

次

官

の

職

に

就

く

べ

く

帰

国

し

た

明

治

十

三

年

（

一

八

八

○

年

）
、

長

い

ド

イ

ツ

く

ら

し

だ

っ

た

の

で

、

彼

は

半

ば

欧

州

人

に

な

っ

て

い

た

。

横

浜

に

上

陸

し

て

東

京

に

入

っ

た

時

、

貧

寒

な

街

並

み

や

、

人

々

の

貧

し

い

服

装

に

甚

だ

失

望

し

、

何

と

い

う

事

だ

ま

だ

野

蛮

の

ま

ま

じ

ゃ

な

い

か

と

、

腹

立

た

し

く

思

い

、

大

工

の

腹

掛

け

姿

な

ど

禁

ず

べ

き

で

な

い

か

、

と

思

っ

た

り

も

し

た

。

公

使

の

任

を

終

え

た

者

は

、

あ

く

ま

で

儀

礼

な

が

ら

も

、

参

内

し

て

天

皇

に

報

告

せ

ね

ば

な

ら

な

い

の

で

、

彼

は

実

の

あ

る

事

を

言

上

し

よ

う

と

し

た

が

、

彼

に

す

れ

ば

、

今

の

伝

統

的

天

皇

の

あ

り

方

は

古

臭

い

の

で

、

ハ

イ

カ

ラ

に

な

ら

ね

ば

な

ら

ぬ

、

つ

ま

り

は

、

ド

イ

ツ

の

皇

帝

ウ

イ

ル

ヘ

ル

ム

一

世

（

一

七

九
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七

～

一

八

八

八

）

の

様

に

、

万

能

の

権

力

者

に

な

る

事

こ

そ

文

明

的

と

思

っ

た

。

当

時

の

ド

イ

ツ

は

、

十

八

世

紀

末

に

は

、

三

百

の

国

家

が

分

立

し

て

い

た

か

ら

、

日

本

の

江

戸

期

に

似

て

い

た

が

、

日

本

の

幕

末

よ

り

少

し

前

、

プ

ロ

イ

セ

ン

王

国

が

突

出

し

、

プ

ロ

イ

セ

ン

は

英

国

式

の

産

業

革

命

を

導

入

し

て

成

功

し

、

一

方

、

陸

軍

も

増

強

し

て

、

つ

い

に

普

仏

戦

争

で

ナ

ポ

レ

オ

ン

三

世

を

破

っ

て

、

ド

イ

ツ

帝

国

を

成

立

さ

せ

て

い

た

。

そ

れ

は

、

日

本

史

で

い

え

ば

、

明

治

四

年

の

こ

と

で

、

こ

れ

ら

を

見

れ

ば

、

日

本

の

幕

末

維

新

と

似

て

い

る

が

、

な

ん

と

い

っ

て

も

新

興

ド

イ

ツ

帝

国

は

、

西

洋

文

明

の

上

に

成

立

し

た

も

の

で

、

異

文

化

の

国

で

あ

る

日

本

と

、

そ

の

ま

ま

比

べ

ら

れ

な

い

。

し

か

し

な

が

ら

、

若

い

外

交

官

で

あ

る

青

木

周

蔵

に

は

、

ド

イ

ツ

が

目

も

眩

む

ほ

ど

華

々

し

く

見

え

、

そ

れ

に

引

き

替

え

日

本

は

、

た

ま

ら

な

く

田

舎

臭

い

と

感

じ

ら

れ

、

「

陛

下

、

ド

イ

ツ

皇

帝

ウ

ィ

リ

ア

ム

一

世

は

、

全

て

の

権

力

を

握

っ

て

自

ら

考

え

、

自

ら

実

行

さ

れ

て

い

る

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

陛

下

は

な

ぜ
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政

治

を

臣

下

に

お

任

せ

に

な

っ

た

ま

ま

な

の

で

し

ょ

う

」

と

、

そ

ん

な

議

論

を

吹

っ

掛

け

た

ら

し

い

。

そ

れ

を

聞

い

た

明

治

天

皇

は

、

ユ

ー

モ

ア

が

豊

か

な

人

だ

っ

た

か

ら

、

こ

う

い

う

青

木

が

可

笑

し

か

っ

た

ら

し

く

、

「

青

木

、

日

本

は

伝

統

が

違

う

よ

」

と

も

い

わ

れ

ず

、

た

だ

微

笑

ん

で

、

彼

が

退

出

し

た

あ

と

、

参

議

の

伊

藤

博

文

を

呼

ん

で

、

「

困

っ

た

よ

、

青

木

に

少

し

日

本

の

事

を

、

良

く

教

え

て

お

い

て

く

れ

」

と

言

わ

れ

た

と

い

う

。

こ

こ

で

話

が

少

し

変

る

が

、

江

戸

期

の

長

州

藩

で

は

、

藩

主

は

歴

世

《

君

臨

す

れ

ど

も

統

治

せ

ず

》

と

い

う

事

が

不

文

律

に

な

っ

て

い

た

が

、

他

の

藩

主

も

長

州

ほ

ど

そ

の

習

慣

は

強

く

な

い

が

、

ほ

ぼ

そ

れ

と

よ

く

似

た

よ

う

な

も

の

だ

っ

た

。

つ

い

で

な

が

ら

、

德

川

将

軍

家

も

、

創

業

の

家

康

と

中

興

の

吉

宗

、

そ

し

て

最

後

の

将

軍

慶

喜

の

大

政

奉

還

を

除

い

て

は

、

お

お

か

た

老

中

任

せ

で

、

そ

の

こ

と

が

か

え

っ

て

泰

平

に

寄

与

し

た

。

ま

た

諸

大

名

の

家

で

も

、

時

に

は

名

君

が

現

れ

、

財

政

立

て

直

し

の

執

行

者

に

な

っ

た

り

し

た

が

、

そ
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ん

な

例

は

稀

で

、

た

だ

、

薩

摩

の

島

津

家

の

歴

世

は

少

し

風

変

わ

り

で

、

藩

主

に

執

行

者

的

な

性

格

が

、

い

さ

さ

か

強

か

っ

た

よ

う

だ

。

特

に

、

幕

末

の

斉

彬

（

一

八

○

九

～

五

八

）

な

ど

は

、

英

雄

的

な

執

行

者

だ

っ

た

が

、

在

位

僅

か

七

年

で

、

そ

の

執

行

ぶ

り

が

わ

ざ

わ

い

し

て

、

急

死

す

る

羽

目

に

な

っ

て

し

ま

い

、

斉

彬

に

近

か

っ

た

西

郷

隆

盛

な

ど

は

、

毒

殺

説

を

最

後

ま

で

信

じ

て

い

た

。

明

治

国

家

を

作

っ

た

薩

摩

人

の

多

く

は

、

自

藩

の

斉

彬

の

非

業

の

死

を

み

て

、

君

主

が

執

行

者

に

な

っ

て

、

自

ら

政

争

の

泥

沼

の

中

に

入

る

こ

と

が

、

日

本

の

政

治

文

化

に

馴

染

ま

な

い

と

い

う

事

を

、

き

っ

と

感

じ

て

い

た

に

違

い

な

い

。

こ

こ

で

長

州

藩

に

話

を

戻

す

と

、

幕

末

の

藩

主

は

毛

利

敬

親

（

一

八

一

九

～

七

一

）

だ

っ

た

が

、

若

い

こ

ろ

窮

乏

し

て

い

た

藩

財

政

を

、

大

改

革

し

て

大

い

に

成

功

さ

せ

た

事

を

見

て

も

、

凡

庸

な

人

物

で

は

な

か

っ

た

が

、

幕

末

の

動

乱

期

に

入

る

と

、

伝

統

的

な

統

治

せ

ず

の

姿

勢

に

戻

っ

た

。

そ

し

て

、

家

中

の

中

道

・

尊

攘

・

佐

幕

の

上

に

立
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っ

て

超

然

と

し

て

い

た

が

、

中

道

派

が

政

権

を

と

っ

て

、

穏

や

か

な

《

航

海

遠

略

策

》

を

立

て

た

時

も

、

「

そ

う

せ

い

」

で

あ

り

、

つ

い

で

、

吉

田

松

陰

の

松

下

村

塾

閥

が

中

心

だ

っ

た

、

尊

攘

派

が

主

導

権

を

握

っ

て

、

下

関

通

過

の

各

国

艦

隊

に

砲

撃

を

加

え

た

時

も

、

「

そ

う

せ

い

」

だ

っ

た

。

さ

ら

に

尊

繻

派

が

没

落

し

佐

幕

派

が

藩

政

を

握

っ

た

時

も

、

「

そ

う

せ

い

」

と

い

い

、

再

転

し

て

尊

繻

派

が

権

を

獲

り

、

幕

府

に

よ

る

長

州

再

征

に

対

し

、

藩

の

存

亡

を

賭

し

て

抗

戦

し

よ

う

と

言

上

し

た

時

に

も

、

「

そ

う

せ

い

」

だ

っ

た

の

で

、

世

間

で

は

彼

の

事

を

、

「

そ

う

せ

い

侯

」

と

呼

ん

だ

り

し

た

。

と

も

か

く

も

、

伝

統

的

長

州

藩

で

は

、

藩

主

は

起

き

上

が

り

小

法

師

の

重

心

に

な

る

鉄

片

で

、

こ

の

お

蔭

で

藩

政

が

左

右

に

激

動

し

つ

つ

も

、

藩

そ

の

も

の

は

こ

わ

れ

ず

、

危

険

が

高

か

っ

た

と

は

い

え

、

結

果

と

し

て

長

州

は

、

維

新

の

主

導

勢

力

に

な

っ

た

。

そ

の

よ

う

に

、

自

藩

に

お

け

る

君

主

の

あ

り

か

た

を

、

明

治

十

五

年

以

後

、

憲

法

起

草

に

と

り

か

か

っ

た

長

州

人

の

伊

藤

博

文

ら

は

、

当

然

の

事

と

し

て
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知

っ

て

い

た

筈

で

あ

る

。

そ

れ

で

も

、

天

皇

の

あ

り

方

と

、

武

家

制

度

に

お

け

る

将

軍

や

大

名

の

君

主

と

は

、

当

然

違

っ

て

い

る

が

、

形

と

し

て

は

平

安

朝

以

来

、

「

君

臨

す

れ

ど

も

統

治

せ

ず

」

と

い

う

伝

統

が

続

い

て

き

た

。

平

安

朝

か

ら

江

戸

期

の

終

わ

り

ま

で

を

見

る

と

、

歴

代

の

天

皇

の

な

か

で

、

中

国

の

皇

帝

と

同

じ

様

に

専

制

を

得

よ

う

と

し

た

天

皇

は

、

後

醍

醐

天

皇

（

一

二

八

八

～

一

三

三

九

）

だ

け

だ

っ

た

が

、

こ

の

中

国

的

異

形

さ

が

「

南

北

朝

ノ

乱

」

と

い

う

、

果

て

し

も

な

い

ほ

ど

の

、

長

期

に

わ

た

っ

て

の

乱

を

生

ん

だ

と

思

え

ば

、

そ

れ

は

、

よ

ほ

ど

日

本

離

れ

し

た

事

だ

っ

た

に

違

い

な

い

と

思

わ

れ

る

。

と

も

か

く

も

、

明

治

憲

法

が

、

首

相

以

下

の

各

国

務

大

臣

が

、

そ

の

分

業

に

お

い

て

補

弼

の

責

任

を

も

ち

、

し

か

も

そ

れ

が

最

終

責

任

で

あ

っ

て

、

天

皇

に

責

任

が

な

い

と

し

た

こ

と

は

、

日

本

に

お

け

る

伝

統

を

、

後

世

の

我

々

は

、

は

じ

め

て

法

の

実

質

に

し

た

も

の

だ

っ

た

、

と

い

う

の

を

知

る

事

が

で

き

る

。

令

和

三

年

十

二

月


