
1

人
間
の
魅
力
に
あ
ふ
れ
た
「
坂
本
竜
馬
」

増

山

雄

三

歴

史

随

想

を

書

い

て

い

る

と

、

あ

る

時

期

は

明

治

時

代

に

棲

ん

で

い

た

り

、

江

戸

時

代

の

崩

壊

期

に

い

た

り

、

ま

た

日

本

海

廻

り

の

北

前

船

で

、

海

を

ゆ

き

き

し

て

い

た

、

江

戸

時

代

に

い

る

気

が

す

る

が

、

そ

の

中

で

、

テ

レ

ビ

や

新

聞

を

見

て

い

る

と

、

ど

ち

ら

が

わ

が

浮

世

な

の

か

、

不

思

議

に

思

う

。

あ

と

一

つ

、

私

に

と

り

忘

れ

ら

れ

な

い

の

は

、

終

戦

直

前

の

昭

和

二

十

年

四

月

に

、

小

学

二

年

生

の

私

は

、

空

襲

警

報

の

後

に

や

っ

て

き

た

、

米

軍

の

グ

ラ

マ

ン

艦

載

機

に

機

銃

掃

射

を

浴

び

、

防

空

壕

を

ハ

シ

ゴ

し

な

が

ら

共

に

逃

げ

惑

っ

た

友

人

が

、

今

で

は

い

い

歳

を

し

た

老

人

で

居

る

の

も

、

不

思

議

に

思

う

。

戦

前

の

日

本

人

は

、

国

家

に

対

し

て

従

順

だ

っ

た

の

は

、

帝

国

憲

法

が

発

布

さ

れ

、

法

治

国

家

の

国

民

に

な

っ

た

事

に

よ

る

が

、

一

九

○

五

年

に

は

日

露

戦

争

に

勝

つ

事

で

、

国

家

の

や

る

事

は

間

違

い

が

な

い
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と

い

う

、

国

へ

の

信

頼

が

増

し

て

い

っ

た

か

ら

だ

。

と

こ

ろ

が

、

太

平

洋

戦

争

後

に

な

る

と

、

国

民

は

日

常

の

不

満

を

政

治

に

向

け

る

の

が

普

通

に

な

り

、

そ

の

後

の

平

和

に

つ

い

て

も

、

日

本

は

対

外

的

に

ヘ

イ

コ

ラ

し

す

ぎ

る

と

か

と

い

っ

た

、

い

わ

ば

贅

沢

な

不

平

不

満

が

、

世

間

に

蔓

延

し

て

い

っ

た

。

そ

れ

で

も

、

昭

和

初

年

か

ら

太

平

洋

戦

争

の

終

了

ま

で

の

日

本

は

、

長

い

日

本

史

の

中

で

、

過

去

と

は

不

連

続

な

異

端

な

時

代

に

な

り

、

そ

れ

は

、

統

帥

権

と

い

う

帷

幄

上

奏

権

と

い

う

も

の

で

、

陸

軍

が

首

相

に

こ

と

わ

る

事

な

く

、

戦

争

や

事

変

に

つ

い

て

、

天

皇

に

直

接

上

奏

で

き

る

と

い

う

権

で

あ

る

。

明

治

憲

法

で

は

、

天

皇

は

原

則

と

し

て

「

否

」

と

は

言

わ

な

い

の

で

、

内

閣

と

は

無

関

係

に

戦

争

へ

叩

き

込

む

事

が

で

き

、

こ

の

不

思

議

な

憲

法

解

釈

が

齎

し

た

惨

禍

が

、

日

本

を

亡

ぼ

す

と

共

に

、

他

国

に

対

し

て

は

深

刻

な

罪

禍

を

残

し

た

が

、

要

す

る

に

、

昭

和

の

戦

争

時

代

は

、

日

本

で

は

な

か

っ

た

の

だ

。

も

っ

と

も

、

多

く

の

ア

ジ

ア

人

に

と

っ

て

は

、

太

平

洋

戦

争

時

代

の

日

本

が

日

本

像

の

全

て

で

あ

り

、
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兼

好

法

師

や

宗

祇

時

代

の

日

本

な

ど

、

思

い

も

し

な

い

が

、

せ

め

て

日

露

戦

争

時

代

の

日

本

を

、

日

本

像

と

し

て

見

て

く

れ

れ

ば

有

難

い

と

思

う

。

日

露

戦

争

で

の

勝

利

は

、

職

人

的

合

理

主

義

で

日

本

の

危

機

を

脱

し

た

も

の

だ

が

、

幕

末

維

新

に

話

を

遡

ら

せ

る

と

、

な

に

し

ろ

こ

の

時

期

は

秩

序

崩

壊

期

な

の

で

、

人

々

が

階

級

的

儀

礼

を

越

え

て

、

裸

で

出

て

き

た

よ

う

な

も

の

だ

っ

た

。

な

に

し

ろ

、

勝

海

舟

が

幕

臣

の

身

で

あ

り

な

が

ら

も

、

神

戸

に

海

軍

塾

を

開

い

て

、

浪

人

を

集

め

る

と

い

う

よ

う

な

異

常

な

時

代

で

、

そ

の

塾

頭

に

土

佐

を

脱

藩

し

た

「

坂

本

竜

馬

」

が

い

て

、

や

が

て

竜

馬

は

長

崎

で

独

立

し

、

亀

山

社

中

を

設

立

す

る

。

そ

れ

が

後

の

海

援

隊

と

い

う

、

洋

式

帆

船

に

よ

る

海

運

会

社

に

な

る

が

、

そ

の

株

主

と

し

て

、

薩

摩

、

長

州

、

越

前

福

井

の

諸

藩

か

ら

、

資

金

や

資

材

を

集

め

、

伊

予

大

洲

藩

か

ら

洋

式

帆

船

を

借

り

、

土

佐

藩

か

ら

の

資

金

を

期

待

し

、

藩

か

ら

岩

崎

弥

太

郎

を

会

計

掛

と

し

て

出

向

し

て

貰

い

、

彼

は

明

治

後

に

な

っ

て

か

ら

、

三

菱

会

社

を

設

立

し

た

。
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竜

馬

は

、

江

戸

封

建

制

の

中

に

あ

っ

て

、

海

援

隊

と

い

う

も

の

を

長

崎

で

作

り

、

世

界

に

対

し

て

貿

易

す

る

事

を

夢

見

て

い

て

い

た

が

、

そ

れ

に

は

、

日

本

が

統

一

国

家

に

な

ら

な

い

と

困

る

の

で

、

京

都

の

情

勢

も

も

た

つ

い

て

い

る

事

か

ら

、

慶

応

二

年

（

一

八

六

六

年

）

の

「

薩

長

秘

密

同

盟

」

の

と

り

持

ち

を

、

そ

う

し

た

考

え

の

も

と

に

行

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

の

場

所

は

、

薩

摩

藩

の

京

都

藩

邸

で

、

長

州

か

ら

や

っ

て

き

た

の

は

木

戸

孝

允

だ

が

、

薩

摩

藩

は

西

郷

隆

盛

と

弟

の

従

道

ほ

か

、

大

山

巌

に

野

津

道

貫

な

ど

の

人

物

が

並

ん

で

い

た

が

、

後

に

彼

ら

は

、

日

露

戦

争

で

指

導

的

な

地

位

に

つ

い

て

、

そ

の

戦

争

を

勝

利

に

導

い

た

の

で

あ

る

。

こ

の

時

期

、

長

州

は

蛤

御

門

の

変

で

薩

摩

に

破

れ

て

朝

敵

に

な

り

、

双

方

は

犬

猿

の

仲

だ

っ

た

の

で

、

木

戸

ら

一

行

は

、

相

国

寺

門

前

の

薩

摩

藩

邸

に

密

か

に

入

っ

た

も

の

の

、

積

年

の

恨

み

を

持

っ

て

い

た

彼

は

、

薩

摩

と

同

盟

す

る

心

理

に

は

な

ら

な

か

っ

た

。

そ

れ

で

も

、

た

だ

た

だ

仲

買

人

の

竜

馬

の

言

葉

だ

け

を

信

じ

、

危

険

極

ま

り

な

い

京

の

都

に

入

っ

た

と
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は

い

え

、

会

談

中

は

、

西

郷

は

自

分

の

意

見

を

言

わ

ず

、

終

始

無

言

だ

っ

た

の

で

、

木

戸

は

失

望

し

て

屈

辱

を

覚

え

、

こ

れ

以

上

こ

こ

へ

い

れ

ば

、

同

藩

へ

の

裏

切

り

に

な

る

と

思

い

、

席

を

辞

し

た

。

竜

馬

は

そ

の

と

き

西

郷

に

、

「

長

州

が

こ

れ

で

は

可

愛

想

で

は

な

い

か

」

と

一

言

い

っ

た

の

で

、

そ

れ

に

西

郷

は

激

し

く

動

か

さ

れ

、

木

戸

を

呼

び

に

や

っ

て

、

一

挙

に

同

盟

の

会

談

に

入

っ

た

と

い

う

が

、

竜

馬

の

魅

力

と

い

う

の

は

そ

う

い

う

事

で

、

の

ち

に

彼

は

、

再

び

京

都

が

混

迷

し

た

時

、

に

わ

か

に

海

路

上

京

し

、

「

船

中

八

策

」

を

掲

げ

て

倒

幕

後

の

政

体

を

明

示

し

つ

つ

、

德

川

慶

喜

に

大

政

奉

還

を

さ

せ

、

一

挙

に

統

一

国

家

を

実

現

さ

せ

て

し

ま

っ

た

。

そ

の

あ

と

、

西

郷

が

新

政

府

の

役

人

人

選

を

し

て

い

た

時

、

竜

馬

に

も

相

談

し

た

も

の

の

、

竜

馬

は

自

分

な

ど

役

人

に

は

な

ら

な

い

と

言

っ

た

の

で

、

西

郷

は

こ

れ

に

鼻

白

み

、

で

は

、

何

を

す

る

の

か

と

聞

く

と

、

「

世

界

の

海

援

隊

で

も

や

り

ま

し

ょ

う

わ

い

」

と

言

い

、

西

郷

を

困

ら

せ

た

と

い

う

。

先

述

し

た

、

海

援

隊

の

会

計

掛

だ

っ

た

岩

崎

弥

太
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郎

が

、

明

治

の

資

本

主

義

を

興

し

た

巨

人

だ

っ

た

と

思

う

と

、

彼

が

竜

馬

か

ら

得

た

物

が

、

ど

れ

ほ

ど

大

き

か

っ

た

か

は

、

の

ち

に

岩

崎

が

、

「

世

界

の

海

援

隊

」

と

も

い

う

べ

き

、

海

運

と

造

船

の

三

菱

を

興

し

た

事

で

も

よ

く

分

る

。

竜

馬

の

子

供

時

代

分

は

茫

洋

と

し

て

い

た

が

、

十

四

才

で

剣

術

道

場

に

通

い

、

天

賦

の

才

が

あ

っ

た

の

で

千

葉

道

場

に

入

っ

て

修

行

す

る

と

共

に

、

物

事

の

本

質

を

掴

む

能

力

に

も

秀

で

て

い

た

の

で

、

オ

ラ

ン

ダ

の

「

オ

ラ

ン

ダ

国

憲

法

」

を

読

ん

で

、

オ

ラ

ン

ダ

の

市

民

的

権

利

や

政

体

に

つ

い

て

、

詳

し

く

理

解

す

る

よ

う

に

な

っ

て

い

っ

た

。

そ

れ

で

も

、

竜

馬

は

三

十

二

才

の

時

、

中

岡

慎

太

郎

と

共

に

暗

殺

さ

れ

る

が

、

そ

の

時

、

あ

れ

だ

け

の

剣

客

で

あ

り

な

が

ら

、

刀

も

抜

け

ず

頭

を

割

ら

れ

、

中

岡

と

一

緒

に

旅

館

の

二

階

で

絶

命

を

待

つ

間

、

中

岡

に

向

か

っ

て

、

そ

れ

に

し

て

も

勇

気

が

あ

る

奴

ら

だ

と

、

苦

し

み

な

が

ら

い

っ

た

と

い

う

。

い

ず

れ

に

せ

よ

、

江

戸

時

代

の

人

と

い

う

の

は

、

そ

の

よ

う

な

透

明

な

死

生

観

を

誰

も

が

も

っ

て

い

た
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の

だ

ろ

う

が

、

と

も

か

く

も

、

三

十

二

年

の

生

涯

な

が

ら

、

竜

馬

の

生

涯

に

は

鮮

や

か

な

春

夏

秋

冬

が

あ

り

、

日

本

史

上

、

竜

馬

ほ

ど

素

晴

ら

し

い

青

春

を

送

っ

た

人

は

、

恐

ら

く

い

な

い

だ

ろ

う

。

ま

た

、

生

涯

が

短

く

て

も

、

春

夏

秋

冬

が

あ

っ

た

の

で

、

悔

や

む

に

足

り

な

い

と

、

死

ぬ

前

に

言

っ

た

も

う

一

人

の

人

物

が

、

長

州

の

「

吉

田

松

陰

」

と

い

う

若

者

だ

っ

た

が

、

彼

は

底

抜

け

に

明

る

い

男

で

あ

っ

た

も

の

の

、

大

志

を

抱

い

た

が

た

め

に

、

現

実

と

は

調

和

で

き

ず

、

失

敗

の

連

続

だ

っ

た

。

ペ

リ

ー

艦

隊

に

乗

り

込

み

、

海

外

渡

航

を

試

み

、

国

の

大

禁

を

犯

し

た

彼

は

蟄

居

さ

せ

ら

れ

、

家

業

の

松

下

村

塾

で

伊

藤

博

文

な

ど

を

教

え

た

が

、

後

に

安

政

の

大

獄

で

幕

府

に

刑

殺

さ

れ

る

の

は

、

二

十

九

才

な

の

で

、

竜

馬

よ

り

短

命

だ

っ

た

。

し

か

し

、

彼

の

膝

下

か

ら

は

、

多

く

の

維

新

の

功

労

者

が

輩

出

し

、

高

杉

晋

作

、

久

坂

玄

播

、

伊

藤

博

文

、

山

県

有

朋

、

前

原

一

誠

と

数

え

上

げ

れ

ば

、

そ

の

ま

ま

長

州

革

命

派

の

名

簿

が

出

来

そ

う

だ

。

令

和

四

年

二

月


