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日本海海戦 100周年記 念事業 1000人 委員会主催

日本海海戦 100周 年 記念 歴 史 セ ミナ ー 「世界 を変えた 日露戦争」

講演要旨

日露戦争時の 新聞 と読者

長 山靖生 （評論家）

　　　平成 17（2005）年 5 月 28 日

パ レ ス ホテ ル （パ レ ス ビル 3 階会議室 ）

　 「日露戦争時 の 新聞 と読者 亅 と い う題 で 、お話

させ て い た だ きま す が 、い ま で も戦争報道 と い う

もの は 、か な り大 きな位置を 占め て い ま して 、 ト

ッ プ ニ ュ
ー

ス にな ります。ま して、自分 の 国が係

わ っ て い る戦争は最 大 関心 事に な ります。

比 較的 自由な報道

　 日露戦争は 、日本が行 なっ た戦争 の 中で 、ジ ャ

ー
ナ リ ズ ム が最 も自主 的 に、比較的 自由 に報道で

きた戦争だ っ た と思 い ます 。

　 それ 以 前の 日清戦争 の 場合で す と、やは り、ま

だ新聞 の 資本 が充実 して い なか っ た り、写 真技術

が 脆弱 で 、現場 の 写真 が な か な か 撮れ なか っ た り

と い うこ とが あ りま し た 。 ま た、の ち の 太 ・9洋戦

争に な り ま す と、い ろ い ろ 報道 され ま し た けれ ど

も、完全に 軍 の 統制 の 下 に入 っ て、た とえば作家

な どが 戦地 に行き ま したが 、 彼 らも文学報国 会 の

形 で 、尉官待遇 とか佐官待遇 とい うよ うに、軍 か

ら位や給与をも らっ て 、軍統制下で 執筆 あるい は

報道 しま し た。

　それ に対 して、 日露戦争 の 場合は 、各新聞社、

雑誌 社 が従 軍記者 を出 します が、手弁 当だ っ た代

わ りに、軍 の ほ うも細 か い こ とは い わず に 、比 較

的 自由に行動 をさせ て い まし た。

　 日露 戦 争 と い い ます と、社 会学や歴史学の ほ う

の 表現 と、文学 の ほ うの 表現 で は 、い まで もは っ

き り落 差 が あ ります 。 文学 史 の 年表 を見 ます と、

日露戦争の 時期に 「反 戦文 学興 る 1 と書 い て あ り

ます 。　 「戦争文学興る 」 とは書い て あ りませ ん 。

社会学の ほ うで 見ます と、 「戦争雑誌相次 ぐ創刊」

とい う項 目が あ ります。博文館 は 、当時の 雑誌の

ト ッ プ の 『太陽』を出 して い ま した が 、 開戦後は

『目露戦争写真画報』 を出 した り、あるい は 、田

山花袋 を派遣 して 『日露戦争実記』 を出 し た りし

ます し、ヴィ ジ ュ アル 雑誌 で有名だ っ た 『通俗画

報』　（東 陽堂刊） は、臨時増刊を 『征露図会』の

タ イ トル で 28 冊刊行 し て い ます 。

　 こ の よ うに 、戦争 を報ず る雑 誌が どん どん 増え

ます が 、また 、戦争文 学 の
一

部 と して、現に戦地

に い る兵 隊 さん が短歌で ある とか 、漢詩 、ある い

は俳句 をっ くっ て 、直接、国内 の 新聞 とか雑誌に

投稿す る こ とも行 なわれ ま した。そ うい うもの を

通 じて 、国 民 が戦争 を実感す る。また、戦場 と内

地 の 間で 情報やイ メ
ー

ジが活発 に交換され ます 。

そ うい う意味で 、戦争 が報道され っ つ 戦争が行 な

われ て い た と い えます、

　 そ うい う意 味で 、報道 とい うも の が 国 民 の 意識

に、どう影響す る か とい うこ とを考 える上 で 、日

露戦争 は、新 聞の 意義 に つ い て の タ
ー

ニ ン グ ・ポ

イ ン トだ っ た と思 い ます 。

　 そ もそ も薪 聞 と 日露 戦争の 係 わ りと い い ます

と、新 聞は 開戦以 前か ら戦争の 行方 に影響 を与え

て い ます 。
ロ シ ア が 南下 政策を採 り、満洲 に 居座

っ て 引 き あげない
。 朝鮮半 島に も進 出 しつ つ あ る

と の 報 道に接 し 、 国民 に は、こ の ま ま経過すれ ば、

満洲 が ロ シ ア に取 られ て しま う、朝鮮 も侵略 され 、

や が て は 日本 本 土 も危 うくな る の で は な い か
・
と、

危機感 が募っ て き ます。

　そ の よ うな 中で 、 夏 目漱石 を朝 日に 引 っ 張 っ た
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さん ざん

人 と して 有名な『東京 朝 H 新聞』主 筆の 池 辺 三 山 は

山縣有朋 や伊藤博文 に会 っ て、彼 らの ロ シ ア 問題

に 関す る意見 を聞 くだ けで はな く、 ロ シ ア と の 開
ノ
戦 は避 けられ な い との 持論を展開 します。 こ れ に

対 して 山縣が 、 「あ なた がたがそ の つ も りな ら、

私 たち も考えまし ょ う」 と答 え て い ます 。

　 こ の 場合は 、新聞人が 開戦 を勧め た形 に な っ て

い ます が 、 もち ろん 、 ロ シ ア は 大国で すか ら、も

し戦争 にな っ た ら勝て る の か と い う心配が あ りま

すか ら、当然、新 聞の 中には戦 争を避 け る べ きだ

とい う非戦論を唱える もの もあ りま した 。

大新聞 と小 新聞

　当時 の 新 聞は、い ま と違 っ て 公 平な報道 と い わ

ずに 、 正 しい 報 道 を標榜 して い ま し た。　「公 平」

と 「正 し い 」 との 差 とは、正 しい 報道 とい うの は、

自社が正 し い と思 う思想 を前面に 出す新 聞経営を

する とい うこ とで す。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お お　　　　　　こ

　明治前半期 の 新聞に は、大新聞 と小新聞 とい う

分け方 が され て い ま して 、大新聞 とい うの は 資本

が 大 きい とい う意味で は な くて 、政治的な主 張、

た とえば 自由民権 とか 国権論 とか 、イデオ ロ ギー

を前 に 出 して 、わが社は こ うい う主張で や っ て い

く の だ と い うの が大新聞で 、こ れ に対 して 、実際

に起 こ っ た事 件 とか風 俗 的 な記事 を中心 に 、 さ ら

に は 家庭欄 を充実 させ る とか とい うの が小 新 聞で

す。

　 し か し、明治 30 年代 に入 ります と、新聞そ の も

の が転換期に入 ります。っ ま り、特殊 な政治的な

主張 にだけ関心がある不平士 族 な ど が 多か っ た 明

治初期 とは変 わ っ て 、教育が普及 して 、み んなが

新聞を読 め る よ うになる。そ うしま す と 、 政 治的

主 張 を前 面 に 出 し て くる大新闘 よ り も、
一

般 的な

ニ ュ
ー

ス が読み た い と い う読者 層が増 え て きます

し 、情報 の 正確 さが求 め られ る よ うに な っ て きま

す。

　 まだ読者側 に判断力 が あ りま せ ん か ら、イ デ オ

ロ ギー的に正 しい とい う こ と よ りも、事実は 何 な

の か とい う読み方 が強 くな る傾 向に あ り ました。

そ うな っ て く る と 、小新 聞系の 新聞 の ほ うが、だ

ん だ ん優勢に な っ て くる。そ して 、情報を 正確に

伝 え る必要か ら記者 を た くさん 雇 うよ うに な る 。

情報チ ェ ッ クが で きる と い うの が新 聞に と っ て非

常に 大事 に な っ て き ま した。

　明治 34，35 年 ごろは 、どちらか とい うと、ゴ シ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 よろずちよ うほ ラ

ッ プ的 な記事 を多 く載せ て い た 『萬 朝 報 』 とか
　 に ろ く

『二 六 萩報』だ とか 、そ うい う新聞が東京で トッ

プを争っ て い ました e

　また 、い まで も 『秋 田魁新報』とか 『静 岡新聞』

な どの 地方紙 が あ り、現在は何 県 で も朝 日 とか 読

売が ト ッ プで 、地方紙は 3 番 国、 4 番 目 の 部数です

が 、 当 時 は地 方で は地 方紙 が ト ッ プ で し た 。
つ ま

り、生 活 に密着 した情報 を伝 えて くれ る新 聞 とい

う意味で 、地方紙 の 地位が 高か っ たの です けれ ど

も、日露戦争は 薪聞界に 大き な変化 を もた ら しま

した 。 戦争の ニ ュ
ース は 国民全 部が 興 味を持ち 、

ど の 地方 の 人 も読み た い わ けで すか ら、戦争に っ

い て の iE確で速 い 情報 を提 供す る新聞が 部数を伸

ば します

　そ の 上、従 軍記 者は手弁 当 で 、資本 が な い と従

軍 記者 を 出せ ませ んか ら、地方紙 は、た くさん 従

軍記者 を出 して い る 中央紙 にだ ん だ ん押 され て き

ます。

七博士事件

　新聞が 日露戦争開戦に大 きな影響を与 えた 七博

士事件 とい うの が ご ざい ます。開戦前年の 6月 10
　 　 　 　 　 　 　 　 と み ずひ ろん ど

日に 、東京帝大 の 戸 水 寛 人 教授 、こ の 方は ロ
ー

マ

法 の 専門家で すが 、こ の 戸水教授 以下 、7 人 の 法学

博士 が 、政府 に対 して ロ シ ア との 開戦や む な し、

開戦す る し か ない とい う意見書 を提出 します。こ

の 建 白書は権威 ある学者の 意見 と して政府に 提出

され た も の で 、一般国民に知 らせ る もの では なか

っ た の で すが 、6 月 21 日付の 『東京 日 日新聞』が、

戸水教 授 ら が 政府 に建 白書 を出 し た と報道 し ま

す 。

　 それ は 、　「 （前略）外 交 問題 に関 して、熱 心な

る運 動 を始め 、
一

面、政府 当局者に 向 か っ て 建 議

書を提 出 （中略）諸氏は 、今日を以 て露国 と開戦

す べ き好 時機 な りと做 し、も し こ の 機会を逸せ ば、

ま た露 と戦ふ の 日 な し と云ふ に あ り。 し か し て 市

井乱を好 む の 徒、皆諸氏 の 説 に 雷同 して 、そ の 言

動 を喜ぶ もの の 如 し」 と い うもの で 、七博士 の 建

白書が 民心 を 煽る も の だ と批判 的 に 書い て い ま

す。

　 こ れに対 し、7 人 の 博士 側 は、ほ か の 新聞社を招

きま して 建 白書の 全 文を発表 しま した 。 そ して 、6

月 24 日付の 各紙が 、こ れ を
一斉 に載せ ま し た。
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それ ま で 、国民 の 間 に は 主 戦論、非戦論そ れ ぞれ

に 意見 があ っ た の です が、各紙 に載 っ た七博 士 の

意見に 接す ると 、 世論は
一

気 に 主戦論 に傾 きま し

た。

　国民 の 気持ちが
一

斉 に 主 戦論 に傾 きます と 、 非

戦論 を打 ち出 し て い た新聞は 、どん ど ん 売れ な く

な っ て きます。そ して 、そ れ まで も主戦論 を盛 ん

に 主張 して い た 「朝 日新聞 」 は 、一挙に部数 を伸

ば し、日露戦争の お 蔭で 嘲 日新聞 」 は あの よ う

に大きくな っ た とい われ る よ うに な りま し た 。

　そ の ときに 、 最後まで 非戦論 の 立場 を とっ て い

た の が 『萬朝報 』です 。　『萬朝報 』は 直接的に非

戦論 を唱 え て い た わ け で はな く、 梁 山泊的な と こ

ろ の あ る新聞社で 、
…

入
一一・

人 の 記者 が 、自分 の 主

張 を書 い て い て 、 社論の 統
一

が で きて い ませ ん で

し た 。社内 の 主戦派 の 記者は 主戦 の 記事 を書 く、

非戦派 の 記者 は非戦の 記事を展開 し、紙面で 論争

する形 で した 。

　しか し非戦の 記事が読者に 受けなくな っ て 、社

論を主戦論で 統
一

する こ とに な り 、 非戦派 の 幸徳

秋水、内村鑑三 らの 記者 が辞職 し 、彼 らは、 日露

戦争 が始ま っ た あ と、　 『平筏新聞』 を発足 させ て

い ます 。

従軍記 者

　先ほ ど申 し 上げた 「朝 日」 の 池辺 三山は 、自分

が政府 要路 に開 戦 を焚き つ けて い た こ ともあ り、

ま た政府要人 に密着 して い た こ ともあ り、開戦に

向か う情報 をい ち ばん持 っ て い ま した の で 、開戦

前年の 10 月 頃には 、朝 日新聞は福岡 と広 島に電

話 を敷設 し、開戦情報ある い は 大陸か らの 情報が

入 っ て くる と 、 即座 に本社に情報 を送れ る よ うに

準備 し ま し た。また 、佐 世保 に 記 者 を待機 させ 、

開戦に な っ た ら出港す る 軍艦 に乗せ て もらお うと

用意 して い ます 。

　しか し実 際に は、開戦 にな ります と、海軍 は、
一

切、従軍記者を同行 させ な い 方針 を明 らか に し

ます 。 そ の 表 向きの 理由は 、軍艦 で すか ら記者の

生命の 保証 が でき ない か らとい うこ とで した 。 陸

軍の ほ うは 、開戦 直 後 の 2 月 10 日に 、「従軍記 者

心得」 を 出し ま し た 。そ の 中で 、孚 弁 当 で あ る こ

とだ とか、前線で は命令に服 して も ら うとか 、 各

社一
軍 1 名で ある と か が 明示 され て い ま した。

　陸軍 は第
一一
軍 か ら第四 軍ま で の 四 軍編成 で し

たか ら 、 そ の 各軍に 1新聞社か ら 1名 の み を従 軍

させ る とい うもの ですが、実際に従軍記者を出せ

る新聞社は少 なくて 、「朝 日1 とか 、
「大阪毎 日」

は 、他社 の 枠 を借 りて 、
一

軍に 2名 ある い は 3名 、

た とえば記 者 とカ メ ラ マ ン とい う形で 従軍を願い

出た りし て 、軍 の ほ うも こ れ を黙認 した形で 受け

入れ ま し た。

　 因み に 日露戦争で は 、作家が随分従軍 します 。

い ちば ん有名な の は 田山花袋だ ろ うと思 い ます が、

彼 は博文館の 記者と して従軍 します 。 そ の ほ か に、
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 なか ら い と うす い

「東京朝 日」は第三軍に 半井桃 水 を出 して い ます 。

半井桃水 とい うの は 、
い まは あ ま り読 まれな くな

りま した が、割 りと早 い 時期に朝鮮に行 っ て 、紀

行的な文章 を書い た り 、 朝鮮を舞台に し た ラ ブ ス

トーリ
ー

を書い た りしま した 。
い ま の 文 学史で は、

彼は、5 千円札に な っ て い る樋 ロ
ー

葉 の 師匠とか

恋人 とい うか と し て 有名だ と思い ます 。 そ の ほ か、

岡本綺堂 も 『東京 日日新聞』の 記者 と し て従軍 し

ます 。

　 こ うい っ た人た ちが、戦争と い うも の を ど う見

たか、ど う伝えた か とい うこ とは 、 非常に興味深

い と こ ろです。彼 らが見た もの を リア ル タイ ム で

書 き送 り、それ が数 日後には紙面 に載 ります。た

とえば 、田 山花 袋は 自然主義の 人 で、自然主義、

写実主 義 とい うの は、反戦的 と思 われ が ちですが、

彼は 「こ の 戦争 を見 る幸運」 と書い て 、やは り高

揚 して い ます。

　彼は 第 二 軍に従軍 し 、 第二 軍 には軍 医 と して森

鴎外が い ま し たが 、南 山 の 戦 い の あ とで 、夕方、

ロ シ ア 軍 が火をつ けなが ら退却 し て 行 くの で す が 、

ロ シ ア 軍 の 弾薬庫が爆発 し て火 を吹 くの を見 て い

る と、後ろ か ら森鴎外 に 「実に 、君、好 い 処 を見

たね 」 と声をか けられ 、
「実 に壮観 で した 」 と花袋

が 答え て 、それ をそ の ま ま博文館 の 雑誌 に 書き送

っ て い ます。戦争 とい うもの は 、思想 を超え る の

だな と思わせ る場 面 です 。

戦争美談の 登場

　新聞は 、起 こ っ た こ と を正確 に書こ うとします

が、第 1 面に 、こ うい うこ とが起 こ っ た と書きま

す と、第 2 面 、第 3 面 に は 何を書 くか と い うの が

問題 にな ります。戦争が始 ま っ て 1、 2 ヵ E しま

す と 、 大 きな ス ペ ー
ス を占め て くる の が 美談報道

です e

　最初は戦死 報道で 、 こ うい う人 が戦死 した、ど
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こ どこ の 戦 い で 亡 くな っ た。こ の 人は ど こ の 生ま

れ で、こ うい うよ うに勇敢に戦 っ て 亡 くな っ た と

い う戦死報 道が 2、3 面 の 中心で した。その よ う

な中で、「大阪朝 日 」 で した か、遺族の 訪問 とい う

こ とを し ます 。 故人 は ど うい う人 で したか か ら始

ま っ て 、どの よ うな感想 をお持 ち で すか とい う、

聞きに くい こ とを聞 くわけで す 。 それ に対 し て 健

気な答 えが あ る と 、 それ が美談 と し て 伝え ら れ ま

した。

　そ れ が非常に人 気 を呼ぴま し て 、人気 を呼ぶ と

い うの も変で すけれ ど も、遺族の 中に は 、 やは り、

自分 の 子供が 、あ る い は夫が、立派 に戦死 したこ

とを知 っ て も らい た い とい う気持ちが 出て くる よ

うで 、これ も 「大阪朝 日j だ っ た と思い ますが、

広告料 を払 うか ら、自分 の 子供 が戦死 した こ とを

大 きく取 り上 げて くれ とい う要求が あ っ た とい う

こ と を伝 え て い ます 。

　そ の 新聞の 書き方が振 る っ て い ま して、そ の よ

うな要求 があ りま し た が、こ れ は もち ろ ん 広告で

は な くて 、記事 として 書か せ て い ただ い て お りま

す と報 道 します 。 そ うします と 、 それ はそ れ で、

今度 は新聞の ほ うの
一

つ の 美談に な るわ けで す。

　 日露戦争 の ときの 戦 争美談 とい うの は、か な り

幅 が広 くて 、単に勇敢 に 亡 くな りまし た と い うの

で はな くて 、悲 しみ を込めた もの もあれ ば、ロ シ

ア の 兵 隊 と日本の 兵隊を分け隔て な く看護 した と

か 、日本の 兵隊が 死 にか か っ て い る ロ シ ア 兵を抱

き起 こ し、自分の 水 筒か ら末期の 水を飲 ませ よ う

とする と、ロ シ ア兵か ら、自分は も う駄 目だ か ら

とい っ て 、肌 身に つ けて い た奥 さん と子供の 写真

が入 っ た メダル と手 紙 を、ロ シ ア に送 っ て くれ と

頼 まれ た とい う美談 も載 っ て い ます。

　　『国 民新聞』 の 明治 37 年 5 月 10 日の 紙面 に、

そ の メダル を託 され た 話が 出て い ます 。 死 ん だ ロ

シ ア 兵 か ら預 っ た郵便代よ りも実際に ロ シ ア へ 送

っ た郵便代の ほ うが 高か っ た けれ ども、その 差額

は頼まれ た 日本兵 が負担 した と い う話 ま で 出 て い

ます 。

　 こ の 話は 、 別 な形 で も使 われ て い ます 。 『平民

新聞』に 関係 して い た 詩人 が、こ の ス ト
ー

リ
ー

を

　「写 し絵」 と い うタイ トル の 詩 に して 「哀れ や、

残れ る妻 と子 は　 モ ス クア 辺 り の 夕ま ぐれ ・…　 」

とい うよ うに、戦場 で夫が戦死 し た の を知 らない

で 、 ロ シ ア に い る妻 と子 は、無事を願 い なが ら生

きて い る と い う意 味の 反 戦詩 と い うか 、厭戦詩 に

し て い ます 。

　一
つ の 事柄 が、英雄美談 と して も伝えられ る し、

また、印象的な悲 し い 物語に もなる。表現の 仕方

に よっ て 、
一

つ の 事実 を異な っ た も の と して 見せ

る好例 です 。

国際法 とロ シ ア語 学習書の 出版

　日露戦争の ときは、戦争が始ま っ て しまい ます

と新 聞は ほ とん ど全部主戦論 にな りますが
、

主戦

論の 中に も幅があ っ て 、徹底的にや っ て しまえ と

い うもの 、 仕方 が な い か ら戦争 をや る の だ と い う

も の
、 ど こ で 幕を引 こ うか と い う冷静なもの もあ

るわ け です 。 日露戦争の ときは 、統制 され て い な

か っ たの で 、報道 に幅が あ っ た とい え ます。

　そ れ か ら、戦争 が始 ま っ た 直後 の 各紙 の 社説に

ほぼ必ずあ っ たの が、こ の 戦争を通 じて 、 日本 は

国際的 に 評価 を受け る か ら、決 して 、 ロ シ ア 、特

に ロ シ ア 王 室 を徒 に侮辱する よ うなこ とは控 える

よ うに とい う主張で す 。 た とえば、日露戦争報道

の た め に創刊 され 戦争 中に最 も読まれ た雑誌 『日

露戦争実記』の 創刊号 は、明治天皇 とニ コ ライ ニ

世 の 写真 を同 じ大きさで 対等に並 べ て載せ 、両方

に 陛下 の 尊称が 付い て い ます 。 戦い をす る両方の

国家の 元首 を対 等 に並 べ る配慮を し て い ます 。

　書籍 の 出版 に も興味深 い 現 象が あ り ま し た 。 戦

争が始ま っ た 明治 37 年 2 月 と翌 月の 3 月に は、

ば らば らと数十冊の 戦時国際法の 本 が 出版あ る い

は再版 され ます。また、 ロ シ ア 語 の 学習書や ロ シ

ア 文学の 本も出版され ます 。 太平洋戦争の とき は

英語 は 敵性語 と し て排斥 され ます が 、日露戦争の

ときは 、国民の 側 に戦時 国際法を勉強 しよ うと か 、

ロ シ ア語 を憶 えよ うとか とい う気運が 高ま っ て い

ま した 。

　 戦争 を始 め るに当 た っ て、国民 の 側に 、こ の よ

うな冷静な面 が あっ た こ とは、戦争を遂行す る た

め の 国力増強 に繋が っ た の で は な い か 。 新聞ある

い は出版 の あ りよ うの 中か ら、こ の よ うな こ と も

窺えま す 。

　 ご静聴 あ りが と うご ざい ま し た，，

　　　　　　　　　　　　　　 （文 責
・
中島　洋）
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