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熊本ドイツ兵俘虜収容所における俘虜郵便について
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キーワード：ドイツ兵俘虜郵便､ 熊本ドイツ兵俘虜収容所､ 日独戦争､ 青島 (チンタオ) 攻防戦������

1914年７月､ 欧州において第１次世界大戦が勃発すると､ 日本軍は日英同盟の合意に基づき､ 同年

８月ドイツに対して宣戦布告をする｡ 日本軍は､ 中国山東半島北部龍口に上陸したのち､ 中国におけ

るドイツの膠州租借地 (青島 (チンタオ) とその周辺) を攻撃した｡ しかし､ 両国の兵力差は､ ドイ

ツ (・オーストリア・ハンガリー) 軍5,000人に対して日本軍７万人と歴然としており､ 開戦から３

ヶ月後の11月に青島要塞が陥落するに及び､ ドイツ軍の降伏で戦争は終結する｡ ｢日独戦争｣ とも

｢青島 (チンタオ) 攻防戦｣ とも称されるこの戦闘における戦死者数は､ 資料によって異なるが､ 日

本側1,014名､ ドイツ側189名だったという｡１ そして､ 約4,700人に及ぶドイツ兵 (およびオーストリ

ア・ハンガリー兵) が俘虜となり､ 戦争終結を待たずに早くも10月には日本本土への移送が開始され

た｡

当初設置された収容所は､ 全国12ヶ所 (東京､ 静岡､ 大分､ 名古屋､ 姫路､ 松山､ 丸亀､ 徳島､ 大

阪､ 福岡､ 久留米､ 熊本､ 図１参照) で､ 今回取り上げる熊本俘虜収容所もそのうちの１つである｡

ところで､ ドイツ兵俘虜収容所の存在が一般にも注目されるきっかけとなったのは､ まずは､ 2005年
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から2006年にかけての ｢日本におけるドイツ年｣ の一環として東京のドイツ文化会館で開催された企

画展 ｢日本におけるドイツ人捕虜1914年－1920年｣ があった｡ そしてもう１つは､ 2006年日本各地で

封切られた映画 ｢バルトの楽園｣ であったであろう｡ 特に､ この映画で紹介された徳島の板東収容所

は､ 人間味あふれる所長の松江豊寿中佐の存在とベートーベン 『第九』 の本邦初演により一躍有名に

なったが､ この収容所は､ 研究面においても､ 収容所新聞 『����������』 など当時の収容所内の生

活や活動を知るうえで欠かすことのできない貴重な情報を豊富に今日に伝えており､ 日本における俘

虜収容所研究の中心をなしている｡２

また､ 2008年10月に岡山大学で開催された日本独文学会秋季研究発表会において､ シンポジウム

｢日独文化交流史上の在日ドイツ兵捕虜とその収容所｣ が一般公開されたが､ これもこれまでの研究

成果を紹介する上で大変有意義な企画であった｡ そのシンポジウムでも紹介された熊本ドイツ兵俘虜

収容所の実態については､ 参考文献に挙げたように､ 猪飼 (1990) 『熊本俘虜収容所記事』､ チンタオ・

ドイツ兵俘虜研究会サイト内の 『俘虜収容所日誌 熊本俘虜収容所』 (翻刻：堤諭吉)､ ならびに窪田

(2007) 『九州日日新聞に見るドイツ俘虜 熊本の７ヶ月』 などによってかなり正確に知ることができ

る｡ それらの資料は､ 本論執筆においても大変参考になった｡

さて､ 本論文で分析の対象として取り上げたのは､ 熊本収容所の俘虜から発信されたないしは収容

所の俘虜宛てに差し出された俘虜郵便25点である｡ これらはすべて､ 九州郵趣連盟事務局長､ (財)

日本郵趣協会熊本支部長を務めておられる､ 熊本市在住のフィラテリスト (郵趣家) 姫野照正氏のご

厚意により提供された資料である｡ ここに厚く御礼申し上げるとともに､ 今回の１次資料としての俘

虜郵便の調査によって､ 今後の俘虜収容所研究のさらなる進展を期待したい｡３�������������
俘虜郵便の分析に入る前に､ 熊本ドイツ兵俘虜収容所の概要

とその特徴を簡単にまとめておこう｡ まず､ 熊本収容所への俘

虜の輸送は､ 1914年11月16日に俘虜第１陣432人の到着に始ま

る｡ 以後11月30日までに５陣計786人が移送された｡ うち135人

は､ 12月15日に大分に送られたため､ 熊本に最終的に収容され

たのは651名となった｡ ちなみにその内訳は､ 将校45､ 凖士官

42､ 下士102､ 兵卒462名である｡ この651名の収容者は､ 福岡

収容所の850名についで最も多い数である｡

次に､ 熊本においては俘虜を収容する特別な施設は造られる

ことはなかった｡ 実は､ 熊本には日露戦争終結後､ ロシア兵俘

虜が収容され､ その時には市内の練兵場にバラックが建設され

た経緯があった｡ しかし､ 今回は仮の収容所のためなるべく経

費をかけない方針がとられ､ 市内の施設が代用された｡ すなわ

ち､ 将校には熊本初の洋館であった千反畑町の県の ｢物産館集

議所｣ (現在, ｢JA熊本県会館｣ があるところ｡ ｢物産館集議所｣ はもとの ｢ジェーンズ邸｣ で､ 現在

は水前寺に移築されている) が提供された｡ また､ 下士卒は､ １) 横手村の長国寺､ 正立寺､ 禅定寺､
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図１ 収容所配置図
(出典：瀬戸 (2006)､ p.94)



妙立寺､ 妙永寺､ 実成寺､ ２) 細工町の西光寺､ 光善寺､ 阿弥陀寺の計９ヶ所に分散収容された｡ 熊

本市の西部ならびに西南部に位置するこれらの寺院が選ばれた理由には､ 交通・警戒の便がよいこと､

郵便電信局に近いことの他に､ 西光寺､ 光善寺のような本願寺派の寺院は､ 他の宗派より建物が大き

く収容能力が高いという事情もあったようだ｡ これらの寺院には､ 新たに便所・浴室・洗面所・物干

し・渡り廊下・竹矢来が急造され､ また､ 炊事場を南千反畑・細工町に各１ヶ所､ 横手村に２ヶ所新

設するなど俘虜の便宜が図られた｡

最後に､ 熊本収容所は全国の

収容所のなかで開設期間が最も

短かく７ヶ月足らずで閉鎖され

た｡ その理由は､ 秋の天皇即位

の大典に合わせて､ 記念国産共

進会が開催されることとなり､

熊本市会が物産館の早急な明け

渡しを要求したこと､ さらに､

寺院も合わせて苦情を申し出た

ためと言われる｡ そのため､ 19

15年６月９日に俘虜全員は久留

米に移送され､ これをもって本

収容所は閉鎖されることとなっ

た｡ ��������
今回提供を受けた日独戦争に由来するドイツ兵俘虜の郵便資料は､ すでに述べたように､ 全部で25

点である｡ そのうち５点は (手紙の入っていない) 封筒のみであったため調査から除外し (次ページ

図３の左側番号に横線が引いてある№４､ ８､ 17､ 18､ 19)､ 残りの20点を最終的な分析の対象とし

た｡ なお､ それらはすべて絵はがきである｡ それらの絵はがきの表面 (と時に裏面) には細かな字で

４行～10行程度の手紙文が記されている｡ また､ その裏面には､ 熊本であれば ｢熊本百景｣ (熊本城､

加藤神社､ 水前寺公園､ 江津湖など) や､ ドイツからの郵便では､ 例えばレーゲンスブルク､ ウルム

などの町の写真・風景画が印刷されている｡ その内訳は､ 熊本発の郵便が合計14通 (うち宛先がドイ

ツ：12通 (№１､ ２､ ５､ ６､ ７､ 10～16)､ 中国：１通 (№３)､ 久留米：１通 (№９))､ 反対に宛

先が熊本のものが６通 (うち神戸発１通 (№20)､ ドイツ発５通 (№21～25)) である｡ さらに図の右

欄には差出人 (№１～19) および受取人 (№20～25) のドイツ兵俘虜の氏名と､ 判明する限りにおい

て､ 軍における所属, 階級を記しておいた｡４

今回の資料全体を通して確認できることは､ まず､ はがきはすべて海軍関係者のものであった｡ こ

れは､ 熊本に収容された部隊が主として海軍所属の部隊であったことによる｡ また､ 俘虜に占めるそ

の人数の割合からしても､ 資料のほとんどが下士卒からの郵便物であった｡ さらに､ 郵便の内容から

判断すると､ 肉親宛てあるいは肉親からのものと思われるものが多数を占めている｡ そのうち､ 同一
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図２ 妙永寺山門を出入りするドイツ兵俘虜
(出典：�����(1998)､ p.165)



の俘虜からのはがきが３通､ 同一の俘虜へのはがきが４通確認できた｡ 前者は､ ������(ライビヒ)

(階級不明) からのもの (№5, 9, 13)､ 後者は､ ドイツから�������(モーザンドル) 兵曹へのもの

(№21, 23, 24, 25) である｡

本論文では､ 紙面の都合上､ すべての郵便を詳細に扱うことはできないが､ 特にその中から俘虜の

心情や収容所の生活の一端が偲ばれる６通 (図３で網かけがされているもの) を紹介したい｡ すなわ

ち､ 熊本→ドイツが３通 (№２､ 11､ 13)､ 神戸→熊本が１通 (№20)､ ドイツ→熊本が２通 (№23､

25) である｡
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図３ 俘虜郵便の種類と俘虜 (差出人・受取人) の氏名・階級

発信地＞宛先 差出人(１-19)および受取人(20-25)のドイツ兵俘虜の氏名､ 所属､ 階級

１ 熊本＞ドイツ (�������������) (不明)

２ 熊本＞ドイツ (�����������) �������������第３海兵大隊第４中隊・予備伍長

３ 熊本＞中国 (上海) �����������､ 第３海兵大隊・２等歩兵

４ 熊本＞中国 (広東) [封筒] �����������������､ 第３海兵大隊第６中隊・２等歩兵

５ 熊本＞ドイツ (������������) �����������､ 第３海兵大隊第４中隊

６ 熊本＞ドイツ (���������) ���������������､ 海軍膠州砲兵第５中隊・２等砲兵

７ 熊本＞ドイツ (������������������) ����������������､ 第３海兵大隊第４中隊

８ 熊本＞ドイツ (����) [封筒] �����������､ 第３海兵大隊・士官

９ 熊本＞久留米 �����������､ 第３海兵大隊第４中隊

10 熊本＞ドイツ (����������) ������������､ 海軍野戦砲兵隊・予備上等兵

11 熊本＞ドイツ (�������������) ��������������､ 第３海兵大隊第４中隊・伍長

12 熊本＞ドイツ (��������) ����������､ 海軍砲兵中隊・２等測量兵

13 熊本＞ドイツ (������������) �����������､ 第３海兵大隊第４中隊

14 熊本＞ドイツ (�������) �������������､ 第３海兵大隊第４中隊

15 熊本＞ドイツ (��������) �������������､ 第３海兵大隊第４中隊・２等歩兵

16 熊本＞ドイツ (����������������) ����������������､ 第３海兵大隊・予備上等歩兵

17 熊本＞中国 (上海) [封筒] ���������������､ 海軍膠州砲兵・予備１等砲兵

18 熊本＞ドイツ (�������) [封筒] ������������､ 第３海兵大隊第４中隊・後備２等歩兵

19 熊本＞オーストリア (����) [封筒] ����������������������������������に乗船？

20 神戸＞熊本 �������������､ 第３海兵大隊第６中隊・補充予備兵

21 ドイツ (����������) ＞熊本 ������������､ 海軍３等機関兵曹

22 ドイツ (������) ＞熊本 �������������､ 第３海兵大隊第４中隊・２等歩兵

23 ドイツ (���) ＞熊本 ������������､ 海軍３等機関兵曹

24 ドイツ (����������) ＞熊本 ������������､ 海軍３等機関兵曹

25 ドイツ (����������) ＞熊本 ������������､ 海軍３等機関兵曹



�������
４. １. 熊本→ドイツ：№２の資料

まず最初の資料は､ 1914年11月26日付けの郵便はがきで､ ������������(エーリヒ・フィッシャー)

がドイツ宛に出したものである｡ これには壱銭五厘の ｢内国用はがき｣ が使用されていて､ ｢熊本西

通町濱田印刷｣ の文字が見える｡ ������������については､ チンタオ・ドイツ兵俘虜研究会のサイト

内にある ｢俘虜名簿｣ に次のように記載されている：

604) �������(フィッシャー)､ �����(？-？)：｢第３海兵大隊第４中隊・予備伍長｡ 熊本俘虜収

容所では長国寺に収容された｡ [・・・] 『中国と日本』 と題した２巻本の日記を遺した【ウィー

ンのパンツァー教授 (�������������r) 所蔵】｡ 日記には､ 1915年３月10日熊本収容所において､

最初のチフス患者３名が出て､ やがて収容所内で広がったことが記されている｡ [・・・] 1954

年11月６日､ 青島戦闘40年を記念してハンブルクで開催された ｢チンタオ戦友会｣ に出席した｡

バイエルンのシュヴァインフルト (�����������) 出身｡ (俘虜番号3288：熊本→久留米)｣
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図４ 俘虜郵便：熊本→ドイツ (№２)

表面

裏面



それでははがきの内容を順に見ていこう｡ まず ｢表面｣ の右側が宛先欄､ 左側が文面欄になってい

る｡ 宛先欄には､ この郵便が俘虜郵便であることを示す���(��������) ����������������������の朱印が押され､ さらに�������������と手書されている｡ 宛先は､ �������������������������������(商業顧問官カール・フィッシャー一家)､ 住所は､ ����������������������������������
(シュヴァインフルト アム マイン､ バイエルン､ ドイツ) である｡ 町名番地がないことから相手

は町のかなりの名士であり､ また､ ������������と�����������は親族であろうか｡ さらに表面にはい

くつかの朱印が押されているのがわかる｡ まず､ ｢独逸行｣ の印､ それから楕円形の ｢松木｣ と縦型

の ｢検閲済｣ の印である｡ 後者の２つのスタンプは､ このはがきが熊本俘虜収容所長松木直
なお

亮
すけ

少佐に

よって検閲されたことを表す｡ また､ 右上の ｢横｣ は､ 横手村派出所の意味である｡ この俘虜が収容

されていた長国寺は横手村にあり､ この印は､ 本部のある物産館に対して､ この寺院が他の５寺院と

ともに横手村派出所の監視下にあることを示している｡ また､ このはがきは､ ｢(大正) ４ (1915) 年

１月１日､ (午) 前０－８ (時)｣ の間に熊本坪井局にて受け付けられ､ 1915年１月１日､ つまり同日

に門司の消印が押されている｡ なお､ 門司からヨーロッパへは､ 門司→大連→南満州鉄道→シベリア

鉄道を経由して送られたと考えられる｡ 次に左側の ｢文面｣ を見ると､ 次のような内容となっている｡����������� 1914年11月26日���������������������� 心からの挨拶を送ります｡ エーリヒより����：������������������(��������������) ����(������������) ���Ⅲ�����(�������������)
差出人：エーリヒ・フィッシャー 第３海兵大隊第４中隊・下士官����������������戦争俘虜����������������熊本 南日本

それでは ｢裏面｣ を見てみよう｡ 裏面には､ キャプションによると ｢肥後相撲館｣ の写真が印刷さ

れ､ その上に次のような一文が書き添えられている：�����������������������������������������������������������������
昨日このサーカス小屋で菊の展示会を見学した｡

ここで ｢サーカス小屋｣ と称されている ｢肥後相撲館｣ という建物は､ 1913 (大正２) 年から1927

(昭和２) 年まで熊本市辛島町６番地に存在した施設で､ 相撲､ サーカスなど様々な見世物興行の他､

映画館としても用いられていた場所である｡ ところで､ この菊 (人形) の展示会見学が､ 実際1914年

11月25日に実施されたことは､ 翌日の ｢九州日日新聞｣ の第３面に次のような記事として掲載されて

いることからも確認できる｡

｢日本菊日本菊 相撲館の菊見物：熊本収容の俘虜は昨日､ 肥後相撲館の菊人形見物に出掛けた

り｡ 午前九時より下士以下百六十七名､ 午後二時より将校三十六名とが日本菊日本菊と大喜びに

半日を消したり｡ ……｣
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熊本のドイツ兵俘虜は､ 『熊本俘虜収容所記事』 によると､ 午前６時の起床から午前９時の点呼､

そして午後９時の就寝からなる日課に従うことが義務づけられていたが､ それ以外は､ 収容所におい

てもかなりの行動の自由が認められていた｡ 実際､ 上記の菊展示会の見学や水前寺など近郊への散歩

が頻繁に行われていたことが郵便からもうかがえる｡

４. ２. 熊本→ドイツ：№13の資料

次の資料は､ 1915年４月６日付けの�����������(フリッツ・ライビヒ) のはがきで､ ドイツの同僚

宛てに送られたものである｡ ｢表面｣ に���(��������) ����������������������や ｢独逸行｣

の朱印があることは上記４. １. の資料と同じであるが､ 異なっているのは ｢熊本俘虜収容所検閲済｣

と紫印があり､ ｢渡邊勉章｣ の印が押されていることである｡ これは歩兵大尉渡邊勉が検閲したこと

を示している｡ このはがきも､ 横手村派出所から坪井局へ ｢(大正) ４ (1915) 年４月８日､ (午) 后

２－４ (時)｣ に引き渡され､ 1915年４月９日門司の消印が押されている｡ 宛名は �������������
(テーオ・シャルラッハ)､ 住所は����������������������������������������������������(ニッダガ

ウ通り14 Ｉ. フランクフルト アム マイン､ レーデルハイン､ ドイツ) である｡�����������Ⅳ�����������������������������������(������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�����������)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
｢熊本にて､ (19)15年４月６日｡ 親愛なる仕事仲間よ｡ (19)15年２月20日付のお手紙を頂き大変

ありがとうございます｡ 私の消息をもっと早くお知らせできず申し訳ありません｡ というのも､

週ごとに手紙１通､ はがき１枚しか書くことが許されていないからです｡ 当地の俘虜収容所では
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図５ 俘虜郵便：熊本→ドイツ (№13)



故国の戦争について何も知ることができず､ たいていはイギリス側の偽りの宣伝に甘んじねばな

りません｡ じきに戦争が終わってくれればよいのですが｡ 遠き地より､ あなたと奥様にご挨拶申

しあげます｡ そして､ そちらにおられる知り合いの紳士淑女の皆様方にくれぐれもよろしくお伝

えください｡ あなたのフリッツ・ライビヒ｡｣

ところで､ この文面の中で注目されるのは､ ｢週ごとに手紙１通､ はがき１枚しか書くことが許さ

れていないからです｣ という文言である｡ そもそも俘虜は何通の郵便を出すことが許されていたので

あろうか｡ 『熊本俘虜収容所記事』 によると､ 熊本俘虜収容所では､ 毎週､ ｢将校は書面２､ 端書２､

凖士官は書面１､ 端書１｣ との記載がある｡ 電報はこの制限外である｡ ������は階級が不明だが､ 彼

のはがきの文面内容は凖士官の割り当て数と同じである｡ なお俘虜郵便は､ 俘虜宛てのものも含め､

条約により無料であった｡

さらに､ 熊本収容所では､ 同じく 『熊本俘虜収容所記事』 によると､ 封書・はがきの発信総数は､

27,586通 (国内6,087通+国外21,499通) で､ １人当たりの平均数は42.4通 (国内9.4通､ 国外33.0通) で

ある｡ 一方, 受信総数は､ 21,931通 (国内6,474通+国外15,457通)､ １人当たりの平均数33.6通 (国内

9.7通､ 国外23.7通) である｡ これを開設期間の７ヶ月で割ると､ 毎週発信は1.5通､ 着信は1.2通とな

る｡ つまり､ 熊本の俘虜は､ 平均して､ １週間に１通の郵便物を送り､ かつ受け取ったことになる｡

また､ 俘虜郵便には当然のことながら検閲があり､ 没収信書として計37通の記録もある｡ ただし､ 没

収の理由については述べられていない｡

ちなみに､ 徳島板東収容所では､ 俘虜郵便は､ 毎月､ ｢将校：封書２通､ はがき３通､ 兵卒は各１

通｣ との制限があった｡ ただし､ 瀬戸 (2006) によると､ 実際には平均して俘虜１人あたり､ １ヶ月

に３通までの郵便を差し出すことが許されていたという｡ それでは､ 日本に収容されている俘虜全体

ではどれくらいの郵便がやり取りされたのであろうか｡ 瀬戸 (2004) は､ 俘虜総数を4,600とし､ 仮

に俘虜１名が月に２通のはがき・封書を出したとして､ ５年間の俘虜郵便の総数を4,600(名)×２通

×12(ヶ月)×５(年)＝55万2,000通､ と推定している｡ これには俘虜宛ての郵便は含まれないので､

仮にその数を50万通とすると100万通の郵便物が収容所と外の世界の間を往復したと想像できよう｡

そして､ 残存数は､ かりにそのなかの１％が残っているとして､ その数は１万通ということになろうか｡

４. ３. 熊本→ドイツ：№11の資料
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図６ 俘虜郵便：熊本→ドイツ (№11)



第３の資料は､ ��������������(リヒャルト・ザイフェルト) が母親宛てに書いた1915年３月30日

付けの郵便はがきである｡ ｢(大正) ４ (1915) 年４月３日､ (午) 后８－10 (時)｣ に熊本坪井局に持

ち込まれ､ 1915年４月３日に門司に届いている｡

宛名は�����������(リ－ザ・ザイフェルト)､ 住所は�����(����������(���������������))�������������������������(ツァイツ (ザクセン州)､ シュッツェン通り26､ ドイツ) である｡ (なお､

解読不明箇所は､ 以下□□□とした｡)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������□□□������������(��������������) ���������������(�����)
｢(19)15年３月30日｡ 親愛なるお母さん｡ おはがきを頂き心より感謝いたします｡ また､ お父さ

んやフリッツからも元気な知らせをもらいました｡ 残念ですが､ 今日はこのはがき１通しか書け

ません｡ たくさん書くことは許されていないからです｡ 来週, 続きの手紙を送ります｡ でも私は

元気です｡ また､ 皆様もお元気でありますように｡ 葉巻きやタバコが不足しています｡ 当地は暑

い日が続いています｡ アルトゥールから何の便りがないのはどうしてでしょうか｡ 熊本にて｡ お

父さんや兄弟のみんなにもよろしくお伝えください｡ 敬具｡ あなたの息子リヒャルト｡ □□□｡

差出人：下士官 ザイフェルト 熊本 (日本)｡｣

４. ４. 神戸→熊本：№20の資料
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図７ 俘虜郵便：神戸→熊本 (№20)



上記の資料は､ 日本国内から収容所に送られてきたはがきである｡ 差出人は神戸の����������
(ヴィルヘルム・オスト) で､ 受け取り人は������������(ヴィルヘルム・クレース：第３海兵大隊

第６中隊・補充予備兵) である｡ 本文日付は1915年１月11日､ 神戸三宮1915年１月16日の消印が押さ

れている｡ なおこの手紙には､ ｢俘虜郵便｣ ｢神戸市明石町31Ａ カセラ染料株式会社｣ ｢熊本俘虜修
マ

養
マ

所 ウィルヘルム・クレス様｣ と､ どうやら日本人の手になると思われる縦書きの加筆が認められ

る｡ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������□□□����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
｢���(?) にて1915年１月11日｡ 親愛なるヴィルヘルム｡ 本日､ ソーセージ､ ザウアークラウト､

ココア､ コーヒー､ チーズ､ ハム､ バターを入れた小包を送りました｡ 他に必要なものがあれば

知らせてください｡ 他のものは送ることができませんでした｡ □□□品数も不足しているので｡

いつ､ 何が必要か書き送ってください｡ いつでも小包をお送りします｡ 敬具｡ あなたのヴィルヘ

ルム・オスト｡ 差出人：ヴィルヘルム・オスト｡ カセラ染料株式会社 神戸31｡｣

今回調査した郵便の中には､ ４. ３. と４. ４. のケースのように､ 食品や酒肴品を送ってほしい

という依頼あるいは送ったことを知らせる内容のものが数点含まれていた｡ ドイツ兵俘虜には､ 規定

に従って､ ドイツ政府から (実務的には日本政府から) 階級に応じて一定の給料が支払われていた｡

そのため､ 収容所内の ｢酒保｣ と呼ばれる販売所や出這入りの業者からタバコ､ アルコールなども購

入することもできた｡ それに加えて祖国からの仕送りや中国の上海やアメリカ各地､ あるいは日本の

神戸・横浜のドイツ人社会から義捐金や支援物資が届けられることもあり､ 俘虜たちは物資の点では

かなりゆとりのある生活を送ることができた｡

４. ５. ドイツ→熊本：№23の資料

今度は､ ドイツから熊本収容所宛てに差し出された郵便を見てみよう｡ まず最初に取り上げるのは､

ドイツのウルムから熊本の妙立寺に収容されている俘虜へ送られてきたはがきである｡ 日付けは1915

年４月４日｡ 差出人は､ ペピー・シャルク (����������)｡ ����は�����の愛称と察せられるので､ 本

名は�����(������)������か｡ 真ん中に書かれている部分から､ 彼は��������������������������������������������������, つまり ｢第13工兵補充大隊､ 第２需品部, 第４下士官訓練学校｣ に所属している

ことがわかる｡ 宛先は������������(ヨーゼフ・モーザンドル)､ �����������������(海軍３等機関

兵曹) である｡ ここで外国郵便の消印がすべて ｢敦賀｣ (福井県) となっているのは､ ヨーロッパか

らの郵便がシベリア鉄道を通り､ ウラジオストックを経由して敦賀まで運ばれたことによる｡ また､

｢俘虜郵便｣ を意味するアンダーラインのついた����������������の手書きが見える｡ なお､ 熊本の

到着印はない｡ 以下に本文を引用する｡
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����)�������������(����������) ���������������������������������������������������������������������������������������������Ⅲ��������������������������������������������������������������������������������������������������
｢親愛なるヨーゼフ! 復活祭おめでとう｡ アルビーナから元気なことを聞き､ うれしく思います｡

再会の時がそう遠いことではありませんように｡ 私も元気です｡ 我が大隊仲間は陽気なものたち

ばかりです｡ 昨日, 休暇から帰ってきました｡ 妻のもとに戻っていたのです｡ 実は３月15日に戦

時結婚しました｡ もしかしたらアルビーナが書き送っているかもしれませんが｡ 敬具｡ あなたを

愛するぺピー・シャルクより｡｣

４. ６. ドイツ→熊本：№25の資料

最後のはがきは､ 受け取り人が､ ４. ５のはがきと同様､ ������������(ヨーゼフ・モーザンドル)

であるが､ 差出人はそのはがきの中で触れられていた������(アルビーナ) という名の女性である｡

消印はレーゲンスブルクの����������(シュタット・アム・ホーフ)｡ 本文の日付けは､ 1915年５月

27日｡ 敦賀の消印は1915年７月15日であるが､ これは熊本のドイツ兵俘虜がすでに久留米に移動した

後の時期にあたる｡ 文面は次のように読める｡ なお､ 裏面は ｢レーゲンスブルク､ シュタット・アム・

ホーフ｣ (���������������������) の写真である｡���������������(����������������������)������������������������������������������������������������������������������������������������������(�������) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
｢(19)15年５月27日｡ いとしい いとしいヨーゼフ｡ 今やあなたからのお便りを期待してよい時

が近づいてまいりました｡ あなたからの２通のお手紙をいただいてから土曜日で１週間になりま
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図８ 俘虜郵便：ドイツ→熊本 (№23)



す｡ いとしいあなた､ また２通あるいは１度にもっとたくさんのお手紙を望むことは欲張りすぎ

でしょうか｡ たくさんの心からの口づけを送ります｡ あなたのアルビーナより｡｣

�����
今回分析の対象とした熊本ドイツ兵俘虜収容所関連の俘虜郵便は､ 熊本発ドイツ宛てのはがきにつ

いては､ 無事を伝える内容がほとんどで､ 以前に出した手紙が着いたかどうかを心配するものや､ 家

族の近況報告を求めるもの､ 食料品郵送の依頼などが多かった｡ 反対に､ ドイツから熊本への便りは､

俘虜の健康を心配し､ 早期の再会を願うものが中心であった｡ 今回の資料は､ すべて絵はがきで文字

情報が少なく､ 収容所内の様子についての何らかの新たな事実の指摘には至らなかったが､ 日独文化

交流史の１つのケースとして今後さらに多くの熊本関連の俘虜郵便が収集・調査され､ それに基づく

研究が進むことを期待したい｡
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図９ 俘虜郵便：ドイツ→熊本 (№25)

表面

裏面



さて､ 熊本収容所では､ 収容期間中に俘虜４名が脱走を企て､ 有明海に面した松尾村沖の孤島 (通

称 ｢盗人島｣) で逮捕され禁固刑に処されるといった事件もあったが､ 今回の調査や先行研究を総合

すると､ 俘虜にはドイツ政府から規定に従って給料が支払われ､ 国内外の縁故の者やシーメンスから

パン・洋酒・葉巻・コーヒー等の食料品が送られたり寄贈されたりしたこと､ また､ 水前寺公園や金

峰山を始めとする周辺地域への遠出もしばしば許されるなど､ かなりの自由が認められていた｡ また､

将校の週間献立表を見ると､ 朝はパンと紅茶､ 昼食・夕食にはビーフ・ステーキ､ ポーク・カツレツ､

チキン・シチューなど十分な量の､ しかもかなり豪華と思える食事が与えられていた｡ このような戦

争俘虜に対する人道的な取り扱いは､ 明治末期にやっとの思いで不平等条約撤廃を成し遂げ､ 日露戦

争にも勝利して先進列強の仲間入りを果たそうとしていた日本が､ 国際法規 (1907年のハーグ合意な

ど) を遵守することで一人前の文明国であることを諸外国にアピールするという当時の国家的な狙い

に合致するものであった｡ さらにまた､ ドイツ兵俘虜には ｢生きて虜囚の辱めを受けず｣ といった思

想は無縁であったため､ 総じて惨めさや後ろめたさの様子が見られることはなかったという｡

ところで､ ドイツ俘虜の日本での収容期間は足かけ６年近くに及び､ その間戦傷や疾病 (特にスペ

イン風邪) がもとで全国で86人が死亡している｡ 一方､ 熊本で死亡したのは�������������(カール・

シリング) (？－1915) という名の１等水兵１名のみで､ その亡骸は小峰官軍墓地 (現在の市営小峰

墓地) に埋葬された｡ その日の様子については､ 1915年４月17日付けの 『九州日日新聞』 が ｢俘虜水

兵シルリングの葬儀 小峰墓地に埋葬す｣ との記事のなかで次のように伝えている｡５

｢熊本市細工町俘虜収容所の一等水兵カールシルリングの葬儀は十六日午前九時三十分熊本市手取

本町天主公教会教会堂にておこなわれたり収容所にては十五日午後三時上河原火葬場にて屍体を荼毘

に付し遺骨は十六日早朝同教会堂に送られ松

木収容所長渡邊大尉以下所員一同､ 師団より

は牧副官､ 衛戍病院よりは肥田病院長会葬し

俘虜将校全部及細工町収容所よりは各寺院よ

り十名宛の代表会葬し深堀宣教師聖堂に棺を

迎へ入堂の式あり､ [・・・]午前十時より棺

は会葬者に囲まれて市外黒髪村小峰官軍墓地

へと送られ埋棺の式あり､ 聖水､ 浄土は松木

所長以下によりて投ぜられ花輪に掩はれし土

饅頭に木の香高き十字架の墓標建てられたる

が会葬者中青島 (チンタオ) 以来の朋友パウ

レルは俘虜将校より贈れる花輪を両手に確か

と握りて放しも得せず朋友永遠の別れに涙を

流して立去りかねたるは憐れを極めり｡｣

なおカール・シリングの墓は､ 2008年に熊本日独協会の手により慰霊碑 ｢日独友好の礎
いしじ

｣ として整

備され今日にいたっている｡

＊ 本論文は､ 日本独文学会西日本支部第61回研究発表会 (2009年12月５日､ 琉球大学法文学部) において
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図10 ｢日独友好の礎｣ (熊本市小峰墓地)�������������の左隣は､ 熊本医学校ドイツ語教師�����������(1903 (明治36) 年死去) の墓碑銘



行った口頭発表 ｢熊本ドイツ俘虜収容所における俘虜郵便について｣ の原稿に大幅加筆したものである｡

なお､ ドイツ語手紙文解読にあたっては､ 熊本大学法学部准教授��������������氏から多くの助言をい

ただきました｡ ここに感謝申しあげます｡ �
１. 瀬戸 (����)､ ����による｡

２. 徳島板東俘虜収容所, および日本の俘虜収容所全般については､ チンタオ・ドイツ兵俘虜研究会の

サイト �������������������������：����������������������������������� が質量ともに大変充実して

いる｡ 本論文執筆においても､ 多くの貴重な情報を利用させていただいた｡ ここに厚く御礼申し上げ

る｡

３. 俘虜郵便の研究は､ ドイツのフィラテリストたちの資料収集と分析から始まった｡ その代表的な研

究には�������������､ 吉田景保 (訳注) (1980)､ �����(����) などがある｡ また､ 日本人研究者による

先駆的な研究には､ 瀬戸 (2004)､ 瀬戸 (2007) がある｡

４. 俘虜の氏名､ 階級の確認につていは､ 註２.のサイト内の ｢(５) 俘虜名簿｣, ｢熊本収容所－俘虜名

簿 (俘虜番号順)｣ が大変役に立った｡

５. 註２.のサイト内の ｢『九州日日新聞』 に掲載された熊本俘虜収容所関係記事｣ による｡� � � �
猪飼隆明 (1990)： ｢熊本俘虜収容所記事｣ 『市史研究くまもと (創刊号)』､ pp.69-169､ 新熊本市史編纂

委員会｡

窪田隆穂 (2007)： ｢九州日日新聞に見るドイツ俘虜 熊本の７ヶ月｣ 『�������������������熊本の日独

交流』､ pp.33-94､ 熊本日独協会｡

熊本兵団戦史編集委員会 (1965)：｢熊本兵団戦史｡ 満州事変以前編｣ 熊本日日新聞社｡

瀬戸武彦 (2004)：｢俘虜郵便について｣ 『青島戦ドイツ兵俘虜収容所研究誌』 第２号 (2004)､ pp. 41-48｡

(2006)：｢青島から来た兵士たち―第一次大戦とドイツ兵俘虜の実像｣ 同学社｡

(2007)：｢俘虜郵便について (２)｣ 『青島戦ドイツ兵俘虜収容所研究誌』 第５号 (2007)､ pp.70-

81｡

鳴門市ドイツ館史料研究会 (2003)：｢どこにいようと､ そこがどいつだ｣ 改訂版｡��������������������������吉田景保 (訳注) (1980)：｢<特装版>ドイツ俘虜の郵便1914-1920｣ 駅逓郵

趣会｡ (������, �������������, ����：������������������������������������������������(����)
の抄訳)������������(����) ：��������������������������������������������������������������������������

チンタオ・ドイツ兵俘虜研究会 �������������������������：�����������������������������������
掲載記事：

｢熊本収容所 俘虜名簿 (俘虜番号順)｣

｢俘虜収容所日誌 熊本俘虜収容所｣ (翻刻：堤諭吉)

｢『九州日日新聞』 に掲載された熊本俘虜収容所関係記事｣
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