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1．は じめ に

　第一次世界大戦に参戦 した 日本は 、1914 年 10

月に ドイツ 統治 下にあ っ た ミ ク ロ ネ シ ア
ー

帯 を 占

領 し、太 平洋戦争ま で の 約 30 年間 にわ た っ て 当該

地域 を 「南洋 群島」 と し て 統 治、支配 し た。 こ の

日本 に よる南洋群 島統治期 間は 、統治行政主体 の

違 い に よ っ て 二 分 され る 。

一
方は 、海軍 の 強 い 影

響下に あ っ た臨時南洋群島防備隊 （以 下 、防備 隊と

略す）に よ る 軍政期で あ り、こ の 体制は 占領 直後か

ら 1922年 3 月 ま で続 く。他方 は 、南洋群 島が 国際

連盟 の 規定す る委任統治地 域化 した こ とを うけて

設 置 され た南洋庁 に よる南洋庁期で あ り、こ れは

1922 年 4 月 か ら太平洋 戦争ま で 続 い た。本稿が取

り 上 げる 内地観光団 （以 下 、観光団 と略す）とは 、

南洋群島島民 （以 下 、島民 と略す ）の 実力者 を参加

者 と して 、毎年 1 回 日本本 土 を数週 間 にわた っ て

観光す るた め に 組織 され た も の で あ り、日本 に よ

る南洋群島統 治期間 中、ほぼ毎年実施 され た 。

　 日本の 統 治下 に あ っ た 南洋群 島に 関 して 、上 記

した 両期 を通 じ て あ る程度 の 研 究成果 が今 日 に 至

るま で 蓄積 され て きた が 、他 の 日本統 治地域 の も

の と比較す る と、そ の 分量 は相対的 に少 な い と言

わ ざる を得 ない 。加 え て 、本 稿が 考察 の 対象 とす

る観光団に つ い て も、そ の 存在は既存研究 の な か

で 断片的に 指摘 され て きたに過 ぎず、
一

貫 した研

究対象 と して は扱われ て こ なか っ た 。 論を進 め る

に 先立 ち、南洋 群島にお け る観光団 に 関わ る い く

っ か の 知見 を整理 して お こ う。

　 ま ず、今泉裕美子 は 、軍 政期 に お ける観光団 の

成立 に つ い て 以 下 の よ うに 書い て い る 。 防備 隊に

よる 島民統治方針 は 、島民 を 日本人 化 させ 、日本

に帰服 させ よ うとす る も の で あ っ た （今 泉 1993 ：

52−53＞。同時 に、防備 隊は南洋群島に お い て 広 く

見 られ る首長 制 度に注 目 し、島民 の 指 導者 的立 場

に あ る首長た ち の あ い だに親 日感情を育成 しよ う

と した 。
こ う し た 政策 的背景 に も とづ き、島民有

力者た ち を直接 日本 に連れ て 行 くとい う観光団が

成立 し た の で あ る （今泉 1990 ：9 ・11、今泉 1994 二

29）。 また 、1938 年 に 南洋 群島教育会が 出版 した

『南洋 群島教育 史』 は 、1915 年 と 1917 年 にそれ

ぞれ 発布 され た観光団に 関す る条令 を掲載する と

ともに 、1920 年 を除 く 1915 年か ら 1935年 ま で 毎

年、観光団が実施 され て い る と記述 し て い る （南洋

群島教育会 1938 ：346−355）。

　 こ の ように島民統治政策の
一

環 として 軍 政期 に

成立 した観光団は 、続 く南洋庁期 におい て も継続

して 実 施 され た （今泉 1994 ：29）。南洋庁か ら発 行

され て い た 『南洋庁統計年鑑 』に よる と、観光団

は『南洋群島教育史』が 記 し た ／935 年以 降も 1939

年に 至 るま で毎年実施 されて お り（南洋庁『南洋 庁

統計年鑑』）、同 じ く南洋 庁よ り毎年度発行 されて

い た 『南洋群島要覧』に は、統治以来毎年 、島民

の 実力者に よ っ て 観光団を組 織 し、東京や 大阪 を

観光 させ て い る、との 記述が
一

貫 し て 見 られ る （南

洋庁 『南洋群島要 覧』）。周 知 の 通 り、南洋群島が

委任統治地域化 し た こ とを うけ、 こ の 南洋庁期 に

は、島民 の 福祉実 現な どと い っ た 義務が 国際連盟

よ り受任国 で あ る 日本 に 対 し て課せ られ て い た 。

今泉は 、こ うし た 事情 を背景 に、南洋庁は観光団

を島民の 福祉 を実 現す るた め の 政策の ひ とっ とし

て 位置付 けて い た、と指摘す る （今泉 2001）。

　 さて 、先 に、日本 に よる南洋群島統治は軍政期

と南洋庁期 に 大別 され る と書い た が 、前者 の 軍政

期に つ い て は、1918 年 7 月 にお け る民政部設 置 を

境 として さらに二 分す る こ とが で き る 。 そ の た め 、

本稿 は 民 政部設 置ま で の 軍政期 にお ける観光団を

考察 の 対 象 と し た 。すなわ ち 、本稿は 、日本に よ

る南洋群 島統治の ほ ぼ全 期間にわ た っ て 実施 され

た観 光団 の なか で も 、
1915 年 か ら 1917 年に か け

て 実 施され た第 1 回 か ら第 3 回ま で の 観光団 を取

り上 げ、そ の 成 立、実態 、展 開 に つ い て 、観光団

の 背 景 と し て あ っ た 島民統 治政 策 との 関係か ら論

じ よ うとす る もの で ある。そ れで は その 試 み を 、

観 光団の 成立 に 大 きく関わ っ た 軍政 期 に お け る島

民 統 治政 策 の 整理 か ら始 める こ と に し た い 。

2．軍政 期に お ける 島民統治政策の 特徴

　既 述 し た 島民統治に 関す る政策方針 は、南洋群
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島占領か ら数 ヶ 月 後の 1915 年 1 月 に制定 され た

「南洋 占領諸島施政方 針 」 にお い て早 く も明 文化

され て い る。そ の 総則第 2 条に は 、「施 政 ハ 占領諸

島土人 ヲ シ テ 我国 ノ 統 治 二 帰服 セ シ ム ル 」（防衛庁

防衛 研 究所所 蔵 『大正 戦役戦 時書類』 16）とあ り、

島民の 日本 へ の 帰服 を 目指す こ と が確認 され た。

こ う した 統治 目標 を達成する ため に 重要視 され た

の が 、島民児童 に 対す る教育制度で ある。

　海軍 が南洋 群島 を 占領 し た後、各地で 非公 式 な

が ら島民 児童 に 対 する 日 本語 教育が行われ て い た

が、1915 年 9 月の 臨南防第 407 号 に 児童教 育の 主

眼を 日 本 語 教育 に置 く こ とが 明記 され 、同 年 12

月に は 「南洋 群 島小 学校規則」が制定 され るな ど、

徐 々 に島民児童に 対 す る教育制度が 整備 され て い

っ た。特に 、後者 の 「南洋 群 島小 学校規則 」 は 、

南洋群島各地 に 小学校 を設置 し、そ こ で 島民児童

に 「国語 」 や 「日本歴史」 を教え、祝祭 日 に は宮

城 へ の 「遥拝」 と 「「君 ガ代」 ヲ合 唱 」す る こ とな

どを定め るもの で あ っ た （南洋 群島教育会 1938 ：

125−142、矢崎 1999 ：46）。 こ うした 教育を通 じた

島民 児童の 日本人 化 は 、「島民学校 ハ 島民 ノ児童 二

皇 恩 ヲ感受セ シ メ 国語 ヲ 教へ 」 と い う文言をそ の

第 1 条に 掲げ る 「南洋 群島 島民 学校規則 」 が 1918

年 6 月 に 発 布 され る こ とに よ っ て 、軍政期にお い

て よ り強化 されて い く（南洋群 島教育会 1938 ；

173−180 、矢崎 1999 ： 46 −47）。

　 も うひ とつ の 軍 政期 にお ける島民統治政策 の 特

徴 とし て 、首長制度 へ の 着 目が挙 げ られ る。防備

隊は 、南洋群島各地の 慣習 と して 存在 して い た、

酋長 を中心 とす る島民 間 にお ける意思決定構造 を

自らの 統治体系に取 り込 も うとし た。っ ま り、防

備隊 は酋長た ちを総村長 、村長 、助役 な どに任 命

し 、彼 らに人頭税の 徴収や 、 簡易裁判 の 執行 、警

察犯 処罰 の 代行 と い っ た業務を遂行 させ た の で あ

る （拓殖 局 1922 ： 11、南洋庁 ユ932 ； 56）。 そ し て 、

防備 隊に よる島民有力 者を利 用 した間接的な島民

統治 は 、軍政期 にお い て そ の 規模 を拡大 して い く．

例 え ば、1918 年 6 月 に 成立 し た 、島民 に 対 す る警

察や行刑 の 事務補助 を行 う巡 警を 島民 の なか か ら

採 用す る と い う巡警制度な どは 、そ の 端 的な例 で

ある と言 えよ う（南洋庁 1932 ： 173 −174＞。

3．観光団の 成立

　 こ れ らの 島民 統治政策 の 特徴を踏ま えた上 で 、

次 に 観 光 団 に 関わ る 条令を 見 て い く こ と に す る。

先に 記 し た よ うに 、『南 洋群 島 教育史』に は、1915

年 と 1917 年 に 発布 され た観光団 に関 す る条 令が

掲載 され て い る。前者 は 、1915年 7 月か ら 8 月 に

か け て 実施 され る第 1 回観光団 に先立 ち、同 年 5

月 に発令 され た 「観光員選抜要領」 （以下、選抜要

領 と略す ）で あ り（南洋群島教育会 1938 ：347−348）、

主に観光団 へ の 参加 者や観 光団の 旅程に つ い て 言

及 す る内容 とな っ て い る。

　そ の 第 1 項に は、「観光員 ハ 成 ル ヘ ク酋長 、 名望

家等 実 カ ア リ且誠 実ナ ル 者 ヨ リ選 抜 ス ル コ ト」 と

あ る 。 防備隊が 、南洋群島の 首長 制度に 注 目して

い た こ と と、島民実 力者の なかに親 日感情 を育成

し よ うと した こ とに つ い て は既述 した 。
つ ま り、

こ の 条文 は、観光団がそ うした島民統治政策の 延

長線上に 企画 され た とい うこ とを浮き彫 りにす る

と同時に 、観光団を島民統治政策 の
一

環 と して位

置付けて い く。

　続 く第 2項 で は 、観光団 へ の 参加人 数の 上 限が

定め られ て い る。防備 隊は 、南洋群島をサイ パ ン 、

パ ラオ、ヤ ッ プ、 トラ ッ ク、ポナ ペ 、ヤ ル
ー

トの

6 つ の 民政 区に分割 して 統治 し て い た が 、こ こ で 、

観光団 へ の 参加者は 、各民政区よ り 3 名以内、ポ

ナ ペ 民政 区に 限 っ て はポ ナ ペ 島よ り 3 名以内、ク

サイ 島 よ り 2 名以内 と定め られ た 。 そ の 他 、各民

政 区よ り 1名 の 通訳 が
一

行 に同行 す る こ とが許 可

され た。

　 観光団 の旅程 に関 し て は 、8 月中旬に 横須賀 へ

到 着 し、約 1 ヶ 月 間京 浜地 方を 中心 に観光 した 後、

9 月 中旬 に横須賀よ り帰島する、と い う記載 が 第 3

項お よび第 4 項に おい て 見 られ る。その他 、第 5

項が観光団の 費用に つ い て 言及 して お り、そ こ に

は、旅費は原則的に 参加者に よ る 自弁 で あ るが、

それ が 困難な 場合は 各民 政 費よ り支払 われ る こ と

が ある 旨、明記 されて い る。

　 さて 、こ の 選抜要領 の 制 定を経 て 、1915年 7 月

か ら 8 月 にか け て 第 1 回観光団 が 実施 され るわ け

で あ るが 、 そ の 実態 を整理 す る前に、実施直前の

観光団 を取 り 上 げた 新聞報道をい くっ か確認 して

お こ う。まず、7 月 3 日付けの 『東京朝 日新聞』

は、「今度我国 の 領 土 とな つ た 南洋各島に は チ ヤ モ

ロ 族 とか カ ナ カ 族 とか 其他各種 の 人種 が住ん で 居

るが 此等新付 の 民 を して洽ね く王 化 に浴 させ た い 、

其れ に は 各島各種族の 重立者に 内地訪問な さ し め

お くが今後 の 統 治上 に も非 常に便宜が多か ら うと

い う思 つ た か らの 思ひ 付 で あ る 」 と い う海軍省谷

口 高級 副 官 に よ る観光 団成立に 関す る談話 を紹介

し て い る （『東京 朝 日新聞』1915年 7 月 3 日 5 面）。

　 続 く 7 月 14 日の 紙面 に は 、「今回 の 企 図は 土 民

中 の 重 な る者仮令ば酋長 、名望家等実力あ り且 常
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識に 富め る者 を選み親 しく内地の 風物 に接せ しめ

文 明 の 智識 を注 入 して
一

般 土民 に 吹聴 せ しむ る為

に して臨 時南洋 群 島防備 隊 は 如上 の 観光団 を組織

し 」 と、観光団を紹介す る記事が掲載 され る （『東

京朝 日新聞』1915 年 7 月 14 日 5 面）。 す で に 詳 し

く見 て きた よ うな、防備 隊に よ る島民 統治 の 方向

性お よ び そ こ で の 観 光団 の 役割 とい っ た もの が 、

こ れ ら の 新聞記 事に よ っ て 再確認 され る こ と は 言

うまで もない 。し か し、後者 の 記事の なか で 、「文

明 の 智識 を 注 入 」、「一般 土 民 に吹聴」 とあ る点は

看過 で きな い
。

つ ま り、第 1 回 観光団 実施 以前 の

段階で 、島民実力者に 「文明の 智識 を注入」 す る

こ との み な らず、参加者 を通 じた観光団 の 成果 の

一
般 島民 へ の 伝播 を も、防備 隊 が 見越 して い た こ

と が こ の 記事 か ら 明 ら か に なる か ら で あ る。

　それ で は 、こ う した思 惑 を背 景 と して 実施 に至

っ た 観光 団 は 、い か な る実態 を呈 し 、ど の よ うな

変遷過 程を辿 っ て い っ た の で あ ろ うか 。 以降、3

回 に わ た る観光団 に つ い て 、時系 列的 に 見 て い く

こ とにす る 。

4．観光団の 実態と展開

　本章 で は 、1915 年か ら 19 ⊥7 年に か け て 実施 さ

れ た 、第 1 回 か ら第 3 回 ま で の 観光団の 実態 に っ

い て 整 理 して い くが 、それ らは該当期間中に発行

された各新聞報道の 内容 に もとつ い て い る。なお 、

本稿 で は 『大阪朝 日新聞』、『大阪毎 日新聞』、『国

民新聞』、『時 事新報』、『東京朝 日新聞』、『東京 日

日新聞』、『読売新聞』の 計 7 紙 を参照 した。また 、

各回 の観光団参加者数 の 詳細に つ い て は、〈表 4＞

を参 照 の こ と。

（1）第 1 回観光団

　第 1 回観光 団 は 、1915 年 7 月 28 目か ら 8 月 14

日に か けて 日本国内に 滞在 した。そ の 行程 をま と

めた もの が く表 1＞で あ る。こ れ に よ る と、
一

行 は

横須賀に入 港 した後 に東京 へ 移動 し、8 月 2 日か

ら本格的な観光を開始 して い るが、そ の 最初 の 目

的地 は宮城 で あ っ た。そ の 他、一行は海軍 お よび

陸軍 関連施設 、百 貨店 、各会 社施設、大 学、寺 社

な ど を見 て ま わ り、活 動 写真や観劇 、 日光 へ の 日

帰 り旅 行 に も出掛 け て い る 。そ して 、東京観光 が

一
通 り済 ん だ と こ ろ で 、 横 浜 、横須賀、鎌倉を経

巡 り、14 日に 約 2 週間の 滞在 を終 えて横須賀か ら

出港す る。

　 さ て 、観光団実施 に際 して 防備 隊が最 も重要視

し て い た参加者 に つ い て の 詳細で あるが、まず 、

第 1 回 観光団 へ の 参加者数 は 22 名 、その 全 て が男

性 か っ 官費に よ る参 加だ と され て い る 。 次に 、民

政区ご と の 内訳を見て み る と、 トラ ソ ク 3 名、ポ

ナ ベ 6 名、ヤ ル ー ト3 名、サイ パ ン 3 名 、パ ラオ

4 名、ヤ ッ プ 3 名 とな っ て い る。そ の 肩書 きに つ

表 1　 第 1回観 光 団 旅程 （1915年 ）

月 口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行動内容

7 月 28 日 観光団
一

行を乗 せ た 南海丸 が 横須賀 に 入 港

8 月 1 日 横 須 賀 か ら東 京 駅 へ 移 動 、宿 舎 とな る麹 町 の 繁 星 館 へ 向 か い 、夕 食後休養

8 月 2 日 宮城 、外務省、海軍省、日 比 谷 公 園、築地本願寺、札幌 ビ
ー

ル 会社、上野 公 園、青山御所 を 見物、

九 段上富士 見軒 に て 夕食

8 月 3 日 芝 公 園 、愛 宕 山 を 見 物 後 、三 越 に て 昼 食、報 知 新 聞 社 を 見物

8 月 4 日 麻 布 三 連隊 を 見 物 、築地 水交社 に て 昼食

8 月 5 目 世 田 谷野砲 兵 連 隊 、戸 山近 衛騎兵連隊 を 見物、夕食後 自由行動

8 月 6 日 小 石 川砲兵 工 廠、後楽園 を見 物、昼 食後、靖 国 神社参拝、遊 就 館 を 見 物

8月 7 日 上 野 駅 か ら 日光 へ 移動、東照宮 を 見物、日光発

8 月 9 日 エ ビ ス ビー
ル 会 社、帝国劇 場 に て 芝 居 を 見物

8 月 10 日 帝 国大 学見物 後、水 交社 に て 昼食 、海軍 参考館 、浅草 に て 仲 見 世 と活 動 写 真 を 見 物 後 夕 食 、銀 座

の 夜景を見 物

8 月 11 日 自由行動

8 月 12 日 横 浜 へ 移 動 、横 浜 魚 油 会社、居 留 地 消防団、山下町 、弁 天 通 、本町通を見学後、横須賀 へ 移動

8 月 13 日 鎌倉 へ 移 動、大 仏 、長 谷 寺、江 ノ 島、由 比 ヶ 浜、鶴岡八 幡宮 、建 長寺を見物、横須賀 へ 移動 し、

南 海丸 に 宿泊

8 月 14 日 南海丸 に て 横須賀 よ り 出港

出所 　各新聞報道の 内容 より千住作成（2003年 6 月）
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い て は 、酋長 、村長、助役、大酋長 、小酋長、大

酋長 の 長男、大酋長 の 候 補者な どが 20 名、キ リス

ト教教会 関係者 が 2 名 と報 じ られて い る 。 ま た 、

期間 中は海軍省 関係 者が 観光 団
一

行に 随行 して い

た よ うで 、関係 者 の 名前 が頻 繁 に 新聞記 事に登場

する。

　こ の 第 1 回観光団の 実態 を、先の 選抜 要 領 の 内

容 と照 ら し合わせ て み る と、7 月 か ら 8 月に か け

て観光団 が 実施 された 点 と、参加費が 全て 官費で

賄わ れて い た点 を除 い て は 、ほ ぼそ の 規定が順守

され て い た と言 っ て よ い だ ろ う。特 に、第 1 項に

お い て 定められ て い た参加 者 の 属性 に関 して は 、

上 で 示 し た 通 り、首長 制度に もと つ く島民実 力者

が観光団参加者 の ほ とん どを 占めて い る 。 また 、

日本 に 先立 つ ス ペ イ ン お よび ドイ ツ に よ る南洋 群

島統治時代 に、キ リス ト教教会が
一

定 の 影響力 を

島民 に対 し て 持 っ て い た とい う点 を考慮す る と、2

名 の 教会関係者 も第 1 項 の 規定お よび 防備隊の 意

図 か ら 大 きく外 れ た人 選 で ある とは言 い 切れ な い。

よ っ て 、防備隊 に よ る島民統治政策 を背景 と して

成立 した観 光団は 、第 1 回 目か らそ の 意図 を、特

に参加者 の 人選の 面に お い て、十 分に達成 して い

た と判断 す る こ とが で きよ う。

（2） 第 2 回観光団

　第 2 回観光団は、1916 年 8 月 に実施 され た 。 そ

の 行程を く表 2＞に ま と め た が 、
一

行 の 辿 っ た足 跡

こ そが 、第 2 回観光団の 大 きな特徴 の ひ とつ とな

っ て い る。第 1 回 と第 2回 の 相違に注意 しなが ら

そ の 詳 細に つ い て 見て い くと、ま ず、観 光団
一

行

は横須賀で は な く横浜 へ 入 港 して い る e そ の 後 は

前回同様、東京 へ 移動 し 、宮城 を訪れ て か ら東京

観光 を開 始す る。
一

行 の 東京 に お け る行動 範囲 は、

前回 の もの をほ ぼ踏襲 して い るが 、 前回 よ りも多

く各学校 を見て ま わ っ て い る点、横須賀の 海軍施

設 を 1 日 か け て 見学 し て い る 点 な ど、い く っ か の

例 外 も指摘で きる。 し か し、第 2 回観 光団 の 旅程

に お い て 最 も注 目す べ き は 、8 月 28 日 に 横須賀 を

出発 して京都 へ 向か い 、29 日 に京 都を 、翌 30 日

に は 大阪をそ れ ぞれ観光 した後、さらに 門司まで

移動 して そ こ か ら南洋群 島 へ と帰島 し て い る点で

あろ う。 そ の 他、
一

行が 22 日に 加 藤海軍大臣 、25

日に大隈 重信首相、30 日に池上 大阪市長 とい っ た

要人 た ち と対面 し て い る 点 も、同様 に見逃せ な い 。

　次に 、参加 者に っ い て確認 してお く と、こ の 第

2 回観光団 へ は 、前 回 の 2 倍以 上 に相 当す る 45 名

の 島民 が参加 してお り、さらには 、LO名の 女性島

表 2 第 2 回観 光 団 旅程 （1916年〉

月 日 行動内容

8 月 16 日 観光 団
一

行 を 乗せ た 御吉 野 丸が横浜 に入 港、船内泊

8 月 17 日 桜 木 町 か ら東京駅へ移動、宮 城、浅草で 雷 門 、仲 見 世、活動写真 を 見物 し、宿 舎 の 繁星 館 へ 移 動

8 月 18 日 三 越 、日本 橋 、銀座を見 物

8 月 19 日 雨 の た め 宿舎に て 待 機

8 月 20 日 上 野 公 園、帝室博物館 、動物園 を 見物

8 月 21 日 農 科 大 学、エ ビ ス ビ
ー

ル 会社 を 見物

8 月 22 日 海軍省 に て 加藤海相 と対 面 、海軍参考館を見学後、水交社 に て 昼 食、歌舞伎座 に て 芝居を見 物

8 月 23 日 靖国神社参 拝後 、遊 就 館 を 見 物、昼 食後、本所林町 の 徒弟学校 を 見 物

8 月 24 日 麻布 三 連隊、世 田 谷野 砲 兵 連隊 を 見 物

8 月 25 日 お 茶 の 水 の 高等師範 を見物後、早稲 田 に て 大隈重信と対面

8 月 26 目 横須賀 へ 向か う

8 月 27 目 健康診断後、追 浜 に て 海 軍 航 空 隊 を 見 物、鎮守府 に て 昼食後、軍艦金剛 を 見物

8 月 28 日 横須 賀海 軍 工 廠 を 見物 後 、京 都 へ 向 か う

8 月 29 日 京都着、本願寺、西 陣織 物 工 場 見 学 後 、京都御所参拝、水利事務所 見物後昼食、平安神宮参拝後、

動 物園 見物

8 月 30 日 大 阪 着、大 阪 造幣 局 、大阪城、四天 王 寺 を見物、昼食後、心 斎橋、道頓堀を見 物、市役所 に て 池

上 市 長 と対 面 、門 司 へ 向 か う

8 月 31 日 門司着、御 吉野 丸 に 乗 船 、船舶 故 障 の た め 三 日 間碇泊 の 予定

出所 　各新聞報道の 内容 よ り千 住 作 成 （2003 年 6月〉
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民 が そ の な か に 含まれ て い る 。男女 を合わ せ た 民

政区別 の 内訳は 、 トラ ッ ク 6 名 、 ポナ ペ 8 名 、 ヤ

ル
ー

ト 15 名、サ イ パ ン 3 名、パ ラオ 10 名、ヤ ッ

プ 3 名 となっ て お り、前回 との 相違が 甚だ し い 、

参 加 者 の 立 場 に 関 し て は 、「先年 の 観光団 に 比 し

て稍上流 の 土 人 を以 て組織 され 其中には総村長村

長助役其家族等とカ トリツ ク 教の 土人宣教師等 も

含み居 り」 （『東京 日 日新聞』 1916 年 8 月 17 日 7

面）と い う記事 が見 られ る こ とか ら、既述 した防備

隊の 意図 は、こ の 観 光団にお い て も達成 され て い

た 可 能性 が高 い 。また 、官費に よ る参加 が 37 名、

私 費に よる参加 が 8 名で ある と伝え られ て い る と

同時に 、前回 同様、観光団
一

行 に海軍 省関係者が

随行 し た との 報道が 見 られ る，，

　 こ の 第 2回 観光団 の 特徴は 、近 畿地 方 の 観光 と

門司か ら の 出港 とい う旅程の 地理的拡大や 、参加

人数の 倍増 と女性 島民の 参加 と い っ た事柄 か ら も

明 らか な よ うに 、前回 の 観 光団よ りそ の 規模を大

幅 に拡大 して い る点に ある 。 従 っ て 、第 1回で は

概 ね順守 され て い た選抜要領 にお ける規定は 、早

くも第 2 回の 観光団で 形骸化す ると い う結末 を迎

える こ と とな っ た 。 さて 、 第 2 回観 光団 の 実施 か

ら約半 年後 の 1917年 3 月に 、選抜要領 の 内容 を

改定す る条
・
令が発布 され るが 、その 改定内容 は、

： こ ま で 見 て きた よ うな過 去 2 回 の 観光 団 の 実態

を 十分 に 考慮 し た もの で あ っ た。そ れ で は 、次に 、

そ の 改定 内容 につ い て 検討す る こ とに しよ う。

（3）　厂内地観光団 ノ件 亅

　 『南洋群島教育史』に は、観 光団に 関わ るふ た

つ の 条 令が掲載 され て い る と指 摘 した。す で に詳

しく見 てあ る選抜 要領が そ の ひ とつ で あ り、もう

ひ とっ が、2 回 の 観光団を経た 1917 年 3 月に交

付 され た 「内地観 光団 ノ件」（以 下 、観 光団 ノ件 と

略 す）で あ る（南洋群島教育会 19381350 ・351）。こ

の観光 団 ノ件 は 、選抜要領 に お け る 規定を大幅 に

改 定す る もの であ っ た 。

　まず、そ の 第 1 項にお い て 、民政区 ごとに定 め

られて い た観光団参加 者の 上 限が、従来 の 3 名以

内 か ら 5 名以 内 へ と拡大 され る。続 く第 2 項 に は 、

参加 者 に求 め られ る属性 な どが 記 され て お り、「総

村長、村長、地方名望 家又 ハ 有力者」 とあ る の は

選抜要領 と変 わ らな い が 、「此等 ノ者 ノ 子弟 ニ シ テ

小学校 ヲ卒業シ 、 又 ハ 現 二 修 業 シ学業、俸格 、 品

行、as良　＝ シ テ 特 二 国語 二 通 ス ル 者 j な る文雷が

追加 され て い る 。 さ らには 、第 3項 にお い て、第

1 項 に お い て 定め られ た 定員以外 に 、観光団参加

者は 厂其 ノ 妻及小 学校卒業又 ハ 在学中ノ女子 」 を

同行 する こ とがで きる とされた 。

　そ の 他、選抜要領は観光団 の 旅程 に つ い て言及

し て い た が、こ の 観光団ノ件 に は そ うした記載が

見 られ な い 。また、選 抜要領で 認 め られ て い た通

訳 の 同行 で あるが、第 2 項にお い て 明記 されて い

る学校教育経験者の なかか ら日本語を理解す る者

を選び 、当該人物 を観 光団の 通訳 とす る 旨 、 第 7

項 に記 され て い る 。 そ して 、第 8 項は 、希望者は

自費 に よ っ て観 光団 へ 参加 できる とし た 。

　以上 の よ うな観光団 ノ件の 特徴は 、い ずれ も過

去 2回 の 観光団 の 実 態 を考慮 した改定内容であ る

と判断で きる。つ ま り、観光団 ノ 件は 、参加 者数

の 上 限引き上 げ と女性 島民の 参加 許可を明 記 し 、

目的地 や渡航期間 な どと い っ た具体的な旅程は 提

示せ ず、自費に よる参加 希望者 を別途募 る こ と に

よ っ て 官費主体型 へ の 移行 を示唆す る．，こ れ らは、

過去 2 回 の 観光団 にお い て認 め られ た選 抜要 領と

の あい だの 齟齬を解消 しよ うとす る もの であ り、

さらには 、島民実力者の 子 弟 を観光団参加者に加

え よ うと した点は 、防備 隊が、現行 の 有力者の み

な らず 、 将来的 に 島民 の 指 導者的立 場 に置か れ る

で あろ う人材 に も注 目 し て い た こ とを浮 き彫 りに

す る。
い ずれ に せ よ、2 回 の 観光 団を経験 した 防

備隊は、そ の 実態を踏 まえて選抜 要領 を観光団ノ

件 に よ っ て 改定 し、そ の 結果 、観光 団 の 規模 を従

来 よ り も大 幅に拡大す る条令が整備 され る こ とと

な っ た の で ある 。

（4）第 3 回観 光団

　上 述 した観光団 ノ件 にお け る規定改正 を うけた

第 3 回観光団は 、1917 年 7 月 に 実施 され て い る。

実際の 行動だ けで はな く、「予定］と され て い る部

分 も多 く含まれ て い るが 、そ の 行程 をまとめ た も

の が く表 3＞ で ある 。 それに よる と、これ まで の 観

光 団 の なか で 最 も早 い 7 月 4 日 に横浜 へ 入 港 した

一行は 、東京、横須賀、京都、大阪、神 戸を観 光

した後、同月 下旬に横浜 か ら出港す る予 定で ある

と い う。 東 京 、 横須賀 、 京都 、 大 阪 にお け る
一行

の 行 動範 囲は 、概 ね 前回 の 観光 団 の それ を踏襲 し

て い る と言 え るが、近畿地方の 訪悶先 と し て神 戸

が追 加 され た 点 、門 司 か らで はな く横浜 か ら南洋

群 島 へ 帰 島す る と され て い る 点 が 、前 回 と大 きく

異 な る点で あ ろ う 。 さらに 細か い と こ ろ を見 て い

く と、13 日 の 小学校、21 日 の 高等小 学校 と、比 較

的若年層 向けの 教育機 関 へ の 訪問が行程に 含 まれ

て い る他 、
一

行 は 12 日に奥 田東京 市長 と対面 して
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い る。ま た 、観 光団 に は従来通 り、海軍省関係者

が 随行 した。

　し か し、第 3 回観光団 の 特徴は そ の 参加者 の 顔

触れ にあ っ た 。 前回 を 上回 る総勢 69 名が観光団に

参加 し、そ の 内訳 に つ い て は男性 53名 女性 16名、

官費 45 名私費 24 名 、社会 的地位 に っ い ては 「各

島内 の 村長 、助役 、資産家、名望家」 （『東京朝 日

新聞』1917 年 7 月 5 日 7 面）とそれ ぞ れ報 じ ら れ

て い るが 、そ こ に は 9 名 も しくは 10 名の 小学生 島

民が 参加 して い た とい うの で あ る 。 しか も 、 そ の

うちの 男子島民 1名 が
一

行 の 通 訳 を兼任 し て お り、

「金 太郎 」 と い う彼 の 名前 と とも に 、そ の 様子 が

大きく伝 え られ て い る。

　 さて 、こ うした 第 3 回観 光団 の 実態 を見る 限 り、

そ こ には 実施に 先立 っ て 発令 され た観光団 ノ件が

大き く反 映されて い た と言わ ざる を得 ない 。 っ ま

り、約 IO名 に の ぼる小 学生 島民 の 参加 は第 2 項お

よび第 3 項 の 規定 に 、そ の 小 学生島民 が通訳を兼

ね て い る の は第 7 項 の 内容 に それぞれ依拠 した も

の で あ る し、女性 島民 お よび私 費島民 の 参加者数

が い ずれ も前回 の もの よ り も増加 し て い る の は 、

それぞ れ の観光 団 へ の 参加が第 3項お よび 第 8 項

にお い て 許可 され た こ との 影響 で あ ろ う。また 、

観光団全体の 参加 者数拡大を裏付 け て い た 第 1 項

で あるが、上 記 した参加 者の 内訳や観光団 ノ件の

各規 定内容か ら勘案す る と、各民政区 5 名以 内 と

する こ の 規 定 は 、早 くも発布直後 に実施 され た こ

の 第 3 回観光 団 にお い て 無力化 し て い た可 能性が

高 い 。

5．ま とめ

　こ こ ま で 、1915年 5 月 の 選 抜 要領 、同年 7 月か

ら 8 月 の 第 1 回観光団、1916 年 8 月の 第 2 回観光

団 、1917 年 3 月の 観光団ノ 件、同年 7 月 の 第 3 回

観光団と、日本統治下南洋群島の な かで も軍政期

民政部設置 まで の 期間に実施 され た観光団 と 、 そ

れ に 関わ る各条令に対象 を絞 り、それ らの 実態や

内容 、 展 開 に つ い て時系列 的に検討 し て きた。最

表 3　第 3 回観光 団旅程（1917年）

月 日 行 動 内 容

7 月 4 目 観 光 団
一

行を乗せ た 船 が 横 浜 へ 入 港、東 京 に移 動 し、繁 星 館 に て 休養

7 月 5 日 宮城、浅草 に て 雷門、仲見世、活 動 写 真 を 見 物

7 月 6 日 上 野 に て 博物館、動物園 を見物 予 定

7 月 7 日 海 軍 参 考 館 を 見 物 予 定

7 月 8 日 随意

7 月 9 日 近 衛 歩 兵 第
一

連隊、近衛騎 兵 連 隊 見 物 予 定

7 月 10 日 野 砲 兵 連隊 を 見 物予 定

7 月 ll 日 遊就館、サ ッ ポ ロ ビー
ル 会仕 を 見 物予 定

7 月 12 日 東京市役所 に て 奥 田 市長 と面会、三 越 を 見物 、帝 国劇 場 に て 芝 居 を 見物 予 定

7 月 13 日 農科 大学、高等師範学校付属小学校を見物 予 定

7月 14 日 南洋貿易会社 に よ る 招待 を受け る 予 定

7 月 15 日 随意

7 月 16 日 東 京 発 の 予 定

7 月 17 日 追浜 に て 海軍航 空 隊 見物 、横 須 賀鎮守府 に て 昼 食後、軍 艦河内を見物

7 月 18 日 海 軍 工 廠 を 見 物、昼 食 後 、京 都 へ 向 け 出 発

7 月 19 日 京都着後、桃 山 御陵 を 参 拝 、京 都 市公 会堂 に て 昼 食後、動物園、イ ン ク ラ イ ン 、東西 本願 寺

を見 物

7月 20 日 東本 願 寺、西陣織物館 、大丸呉服店を見物、昼食後、京都発大 阪着

7 月 21 日 曽根 崎 尋 常高等小 学校、大阪造幣局 、大 阪城、市 役所、市 会議事 堂 を 見物 、昼 食 後 、道頓 堀

に て 活動 写 真、新 世界、ル ナ パ ーク を見 物

7 月 22 日 神 戸着後 、布引瀧を 見 物、新開地聚楽館 に て 夕食後、活動写真を見物

7 月 23 日 川 崎 造 船 所 、鐘紡 工 場、須磨動物園を見物 予 定、横須賀 へ 移動 の 予定

7 月 24−28 日 横 浜 よ り出 港 の 予 定

出所 　各新聞報道 の 内容 よ り千 住作成 （2003年 6 月）
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後 に 、軍 政期 南洋群島にお け る 島民統治政策 と観

光団の 関係 に っ い て 、こ れ ま で の 成果 を踏まえて

まとめ て お く こ とに す る 。

　 まず 、防備 隊の 基本方 針 で あ っ た 島民 の 日本 へ

の 帰服 と 日本 人化 で あ る が 、 こ れ は 各観光団 の 行

程に 大 きく影響 した と考 え て よ い だ ろ う。例 えば、

各観光団 とも東京観光 の 最初の 目的地 は宮 城で あ

っ た し、そ の 他 に も天 皇制 と関係 の 深 い 場 所 を 各

地で訪れ て い る。また 、第 1 回観光団実施前 の 新

聞記事に見 られた よ うな、防備 隊が意図 した 日本

の 文明性 の 提示 は 、軍 隊や 教 育、商業や 産業 とい

っ た 制度化 され た 日本 の 近代性を体現す る場所 が 、

各観光団 の 旅程に 多く組 み 込 まれ て い た と い う点

に 反映 され て い た と言 え よ う ．

　 加 えて 、防備隊が 島民 の 日本人化 を進 め る に あ

た り、教育制度 を重視 し て い た こ と に つ い て は す

で に 述 べ た。例 えば 、1915 年 12 月 に 「南洋群島

小学校規則」 が 制定 され て い る が 、そ の 後に 実施

され た第 2 回観光団が前回 よりも多 くの 教育機関

を訪 問 した こ との 背景 には 、こ うした 島民教育 を

め ぐる政策方針 と制度 の 整備 が存在 して い たで あ

ろ う。 同様 に 、 第 3 回 観光 団 が 比 較的若年層向 け

の 教育機関をい く つ か 訪問 し た こ と と、そ の 観光

団に約 IO 名 の 小学生 島民が参加 して い た こ とは

不 可分 の 関係 に あ る と言 え、実際、高等小 学校 を

訪れ た の は 小学生 島民 の み で あ っ た
。

　 次に 、南洋群 島に 固有の 首長制度を防備隊が 島

・
民 統治に利用 して い た点 で あ るが 、こ こ ま で 繰 り

返 し述べ て きた よ うに 、こ れ は観光団参 加者 の 人

選に 反映 され て い た 。 参 加者 の 社会的地 位を規定

した選 抜要領 の 文言は 、他の 規定が 大幅 に 改定 さ

れた観光団 ノ件 に お い て 温 存 され た だ け で な く、

さ らに そ の 範囲 を将 来的な島民有力者に まで拡大

す る に 至 っ た。観光団に 参加 した 島民に 関す る報

道 を見て も、概ね その 規 定を反映 した顔触れ が各

観光団に参 加 して い た よ うで あ る し
、 観光団 ノ 件

で新た に言 及 され た 小 学生島民 が 、直後 に実施 さ

れ た 第 3 回 観光団 に 参加 し た 点に つ い て も既述 し

た通 りで ある。

　 こ こ ま で 見 て き た よ うに 、 軍 政期 にお い て 島民

統治政策の
一

環 と し て 成立 し た観 光団 は 、島民を

日本入化 させ る と い う統 治方針 を そ の 行程 に 、南

洋 群島の 首長 制度に 着 目 し た防備 隊 の 意図 をそ の

参 加者 に 、それ ぞ れ 反映 させ なが ら回 を重ね て い

っ た。そ して 、そ の 背景 には 条文化 された規定が

存在 し、第 1 回観 光 団 の 実施 に先 立 っ て選 抜要領

が 、第 3 回観 光団を実施す る に あた っ て観光団 ノ

件が それ ぞ れ 発布 され 、各観光団の あ り方に多大

な影響をお よぼ し た
。 特 に 、 後者 の 観光団 ノ 件は 、

規模 の 拡大 に よ っ て 無力化 した選 抜要領 を、過去

の 観光団 の 実態に 沿 っ て 改定 し ただ けで は な く、

さ らな る観光団 の 増長 を 実現す るた め の 文言 をそ

の なか に盛 り 込 ん で お り、こ れ らの 試 みは 、直後

に 実施 され た 第 3 回観光団にお い て 十分に達成 さ

れ た 。

　 つ ま り、本稿にお い て 考察 の 対象 とした 軍政期

民政部設 置 まで の 観光団 は 、成立 の 背景 と し て あ

っ た防備 隊に よ る島民統治政策の 意図を保持 しな

が ら、か つ それ を拡大 させ なが ら展開 し て い っ た

の で あ り、そ の 過 程 には 、こ れ まで論 じて きた よ

うな各観 光団 に お け る 実 態の 変遷や 、そ れ を裏付

けて い た規定 とそ の 改定が介在し て い た。そ して 、

本稿 の 前 半で 整 理 した よ うな 、防備 隊が南洋群 島

にお い て島民教育制度や 間接的な島民 統治体系 を

次第に 強化 し つ つ あ っ た 当時の 潮流 と、 こ う し た

観光団の 規模拡大傾 向は、全 くの 無関係に あっ た

とは 言 い 切れ な い
。

　冒頭 で も述 べ た通 り、日本統 治下南洋群 島にお

け る観光 団 に 関す る研 究 は緒 に就 い たばか りで あ

る。本稿で 取 り上 げた 3 回の 観光団は、以 後、約

20 回 に わ た っ て 実施 され 続 け る観光団 の 草創 と

して位置付 け られ る の は もちろん の こ と、今後 、

観光団の 全 体像や軍政期か ら南洋庁期に か けて の

観光団の 変質過程 を明 らかにす る上 で 、決 して 看

過 で きな い 基礎的 部分に相当 しよ う． しか し、そ

れ は まだ、LLI積す る研究課題 を乗 り越 えて い くた

め の 、僅か な一歩 に し か 過 ぎな い
。

表 4　各回観光 団参加人数

総数 （人 ）　　　 男性 （人 ）　　　 女性 （人 ）　　　 官費（人）　　　 私 費 （人 ）

第 1 回 （1915 年） 22 22 0 22 o

第 2 回 （1916 年 ） 45 35 10 37 8

第 3 回 （1917 年） 69 53 16 45 24
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