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「
う
つ
病
」
と
聞
い
て
、
何
を

思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。
同
僚

に
う
つ
病
で
休
職
中
の
人
が
い
れ

ば
、
そ
の
人
が
疲
れ
切
っ
て
ボ
ロ

ボ
ロ
に
な
っ
て
い
た
様
子
を
思
い

出
す
人
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
た
だ

甘
え
て
い
る
だ
け
の
新
卒
が
病
院

を
受
診
し
た
と
き
に
つ
け
ら
れ
る

診
断
名
だ
と
認
識
し
て
い
る
人
も

い
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
般
の
人
が
持
つ
う
つ
病
の
イ

メ
ー
ジ
と
、
我
々
精
神
科
医
の
持

つ
う
つ
病
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
た
ぶ

ん
異
な
っ
て
い
る
。
一
般
の
人
の

持
つ
う
つ
病
の
イ
メ
ー
ジ
が
人
に

よ
っ
て
様
々
で
あ
る
の
に
対
し
、

精
神
科
医
の
持
つ
う
つ
病
の
イ
メ

ー
ジ
は
比
較
的
均
一
な
は
ず
で
あ

る
。例

え
ば
私
が
今
パ
ッ
と
イ
メ
ー

ジ
し
た
典
型
的
な
う
つ
病
は
、
焦

燥
感
も
あ
ら
わ
に
診
察
室
を
歩
き

回
り
、
入
院
を
勧
め
て
も
「
お
金

が
な
い
か
ら
入
院
は
で
き
な
い
」

と
述
べ
た
り
（
本
当
は
お
金
に
余

裕
が
あ
る
の
に
）、「
取
り
返
し
の

つ
か
な
い
罪
を
侵
し
て
し
ま
っ
て

も
う
警
察
が
そ
こ
ま
で
き
て
い
る

ん
で
す
」
と
述
べ
る
の
で
、
何
を

し
た
の
か
尋
ね
る
と
「
学
生
の
と

き
に
小
銭
を
拾
っ
て
警
察
に
届
け

な
か
っ
た
」
み
た
い
な
こ
と
を
述

べ
て
い
る
人
で
あ
る
。
著
者
も
含

め
、
多
く
の
精
神
科
医
が
そ
う
だ

よ
ね
、
と
思
っ
て
く
れ
る
は
ず
で

あ
る
。

大
学
病
院
で
勤
務
し
て
い
る
と

き
に
、
初
め
て
精
神
科
を
回
る
医

学
部
５
年
生
が
入
院
中
の
う
つ
病

の
患
者
さ
ん
を
目
に
し
て
、
診
断

が
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
私
に
進
言
し
て
き
た
の
を

は
っ
き
り
覚
え
て
い
て
、つ
ま
り
、

一
般
的
な
感
覚
で
は
「
う
つ
病
」

に
見
え
な
い
人
を
精
神
科
医
は
典

型
的
な
「
う
つ
病
」
と
考
え
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
差
異
も
興
味
深
い
わ
け
だ

が
、
著
者
が
問
題
と
し
て
い
る
の

は
精
神
科
医
の
定
め
る「
う
つ
病
」

も
多
様
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
先
ほ
ど
述

べ
た
よ
う
な
「
う
つ
病
」
は
、
古

典
的
に
日
本
で
報
告
さ
れ
て
き
た

内
因
性
の
「
う
つ
病
」
で
あ
り
、

本
来
は
こ
れ
が
「
う
つ
病
」
で
あ

っ
て
、
そ
の
ほ
か
の
も
の
は
う
つ

病
と
は
呼
ば
れ
な
か
っ
た
わ
け
だ

が
、
評
価
者
間
評
価
が
ブ
レ
な
い

よ
う
誰
が
診
断
し
て
も
同
じ
よ
う

に
診
断
で
き
る
こ
と
を
目
指
し
た

操
作
的
診
断
基
準
の
台
頭
に
よ

り
、
昨
今
う
つ
病
概
念
が
拡
張
し

て
お
り
、
こ
れ
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

と
な
り
つ
つ
あ
る
。

こ
の
操
作
的
診
断
基
準
に
よ
る

う
つ
病
概
念
に
基
づ
い
て
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
は
作
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
、
そ
れ
だ
け
で
は
太
刀
打
ち
で

き
な
い
臨
床
場
面
と
い
う
の
は
当

然
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
状
況
の
な

か
で
、
も
う
一
度
「
う
つ
病
の
本

当
の
コ
ア
な
も
の
を
明
示
」
し
て

く
れ
て
い
る
の
が
本
書
だ
と
言
え

よ
う
。

と
述
べ
る
と
あ
ま
り
に
専
門
性

が
高
く
、
読
む
の
が
か
な
り
苦
し

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
読
者
が

い
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
本
書

は
う
つ
病
の
論
文
集
で
あ
り
、
精

神
病
理
学
の
伝
統
の
上
に
新
た
な

視
座
が
提
供
さ
れ
て
い
て
、
当
然

な
の
だ
が
専
門
家
が
読
ん
だ
方
が

よ
り
深
く
理
解
で
き
る
し
面
白
く

読
め
る
だ
ろ
う
。
私
に
と
っ
て
は

特
に
、
「
う
つ
性
の
受
け
入
れ
」

の
話
が
収
穫
だ
っ
た
。

し
か
し
、
専
門
性
が
高
く
学
術

的
に
価
値
が
高
い
と
い
う
の
は
本

書
の
ほ
ん
の
一
側
面
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
は
書
店
で
手
に
と
っ
て
最
初

の
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
始
め
れ
ば
直

ち
に
わ
か
る
よ
う
に
、
ま
ず
文
章

が
面
白
く
、
良
い
意
味
で
読
み
や

す
い
。
卑
近
な
話
題
か
ら
始
ま
る

た
め
、
エ
ッ
セ
イ
で
も
読
ん
で
い

る
か
の
よ
う
な
感
覚
で
、
次
々
に

読
め
て
し
ま
う
。
通
常
こ
の
分
量

＆
内
容
の
濃
さ
の
精
神
医
学
の
専

門
書
で
あ
れ
ば
、
も
の
す
ご
い
時

間
読
書
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
３

ペ
ー
ジ
し
か
進
ん
で
い
な
い
と
い

っ
た
時
空
の
捻
れ
、時
間
の
逆
行
、

エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
減
少
と
い
っ
た

超
常
現
象
が
起
こ
る
の
が
普
通
だ

が
、
そ
れ
が
な
く
、
だ
い
た
い
綿

矢
り
さ
の
小
説
を
読
ん
で
い
る
と

き
と
同
じ
く
ら
い
の
小
気
味
良
い

加
速
度
で
ペ
ー
ジ
が
め
く
れ
て
い

く
。
さ
ら
に
難
解
な
概
念
な
ど
が

出
て
き
た
際
に
必
ず
と
言
っ
て
い

い
ほ
ど
「
た
と
え
話
や
ら
く
す
ぐ

り
」
が
登
場
し
、
こ
れ
が
理
解
を

助
け
て
く
れ
る
た
め
に
読
む
ス
ピ

ー
ド
が
邪
魔
さ
れ
な
い
。

あ
と
が
き
で
著
者
は
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
ま
だ
硬
い
と

い
う
判
定
。ど
う
し
ろ
っ
て
ん
だ
、

つ
ま
り
骨
抜
き
に
し
ろ
っ
て
こ
と

か
。
い
や
い
や
、
抜
い
て
は
い
け

な
い
。
骨
を
コ
ツ
コ
ツ
と
削
っ
て

削
っ
て
、
そ
の
間
に
マ
シ
ュ
マ
ロ

と
か
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
を
挟
み
込
ん
で

み
ま
し
た
。

そ
の
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
や
タ
ル
タ
ル

ソ
ー
ス
に
は
精
神
病
理
学
の
常
識

的
知
識
を
柔
ら
か
く
解
説
し
た
り

栄
養
を
封
じ
込
め
た
つ
も
り
で
あ

る
。
も
う
少
し
き
ち
ん
と
勉
強
し

た
い
向
き
に
は
さ
ら
に
骨
の
あ
る

文
献
に
あ
た
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。
カ
ル
シ
ウ
ム
を
摂

っ
て
く
だ
さ
れ
。

私
は
著
者
が
説
明
す
る
こ
の
構

造
こ
そ
が
、
実
は
本
書
の
キ
モ
な

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
柔
構
造
を
作
っ
た
こ
と

で
、
こ
の
学
術
的
に
優
れ
た
専
門

書
が
（
優
れ
た
、
な
ど
と
言
え
る

立
場
に
私
は
そ
も
そ
も
な
い
が
）、

ふ
だ
ん
精
神
科
診
療
と
の
関
連
が

あ
ま
り
濃
く
な
く
と
も
、
現
在
の

う
つ
病
状
況
に
つ
い
て
深
く
理
解

で
き
る
一
般
書
と
し
て
成
立
し
た

よ
う
に
思
う
の
だ
。
（
吉
岡
秀
典

さ
ん
の
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
も
こ
れ

を
表
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す

る
。
ぜ
ひ
注
目
し
て
い
た
だ
き
た

い
）他

領
域
の
一
般
書
も
含
め
て
、

こ
れ
だ
け
専
門
性
が
あ
り
な
が
ら

リ
ー
ダ
ビ
リ
テ
ィ
の
高
い
本
は
、

ど
こ
か
に
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
あ
ま
り
お
目
に
か
か
っ
た
こ

と
が
な
い
。
心
の
臨
床
や
精
神
医

学
に
興
味
の
あ
る
人
で
あ
れ
ば
ま

ず
間
違
い
な
く
面
白
く
読
め
る
は

ず
だ
し
、
「
ど
こ
か
に
骨
の
あ
る

人
文
書
で
も
転
が
っ
て
ね
え
か

な
」
と
思
い
な
が
ら
祖
師
ヶ
谷
大

蔵
駅
周
辺
を
歩
い
て
途
方
に
暮
れ

て
い
る
人
が
い
た
ら
、
ま
ず
本
書

を
手
渡
す
と
思
う
。
な
の
で
、
偶

然
に
も
こ
の
書
評
を
目
に
し
た
方

は
是
非
一
読
す
る
こ
と
を
お
勧
め

し
ま
す
。

（
精
神
科
医
、
詩
人
）

本
書
は
精
神
科
医
で
あ
り
精
神

分
析
家
で
も
あ
る
著
者
が
、
「
逃

げ
る
こ
と
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
生

き
づ
ら
さ
・
苦
悩
を
抱
え
る
ひ
と
、

ま
た
そ
れ
を
支
え
る
ひ
と
に
向
け

て
、
よ
り
「
生
き
や
す
い
」
生
き

方
を
提
案
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。「

逃
げ
る
」
こ
と
は
そ
れ
自
体

が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
こ
と
な
の
で
は

な
い
。
動
物
は
自
分
を
脅
か
す
天

敵
か
ら
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
け

れ
ば
死
ん
で
し
ま
う
。
動
物
に
と

っ
て
は
、
逃
げ
る
こ
と
は
生
存
の

た
め
の
欠
か
せ
な
い
手
段
で
あ

り
、
む
し
ろ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の

で
あ
る
で
あ
る
は
ず
だ
。
し
か
し

我
々
の
生
き
て
い
る
社
会
に
お
い

て
は
、
逃
げ
る
こ
と
は
美
し
く
な

い
、
悪
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
傾
向
は
以
前
に
比
べ
薄
ま
っ

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
逃

げ
る
こ
と
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
印
象

を
抱
く
人
は
今
な
お
多
い
だ
ろ

う
。
そ
ん
な
「
逃
げ
る
こ
と
�
悪

い
こ
と
」
と
さ
れ
る
社
会
で
は
、

「
逃
げ
る
こ
と
」
を
テ
ー
マ
に
し

た
生
き
づ
ら
さ
・
苦
悩
を
抱
え
る

ひ
と
が
多
い
の
だ
と
精
神
科
医
と

し
て
精
神
科
臨
床
に
関
わ
っ
て
き

た
著
者
は
言
う
。

「
う
つ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
こ
ろ

の
状
態
に
は
大
き
く
二
つ
の
タ
イ

プ
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
つ
は
従

来
か
ら
う
つ
病
と
し
て
扱
わ
れ
て

き
た
、
古
典
的
う
つ
／
メ
ラ
ン
コ

リ
ー
親
和
型
う
つ
と
呼
ば
れ
る
タ

イ
プ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
新
型

う
つ
／
現
代
型
う
つ
と
呼
ば
れ
る

タ
イ
プ
の
も
の
だ
。
前
者
は
主
に

勤
勉
、
生
真
面
目
、
凝
り
性
と
い

っ
た
性
格
傾
向
を
持
つ
ひ
と
に
起

こ
り
や
す
い
う
つ
で
あ
り
、
仕
事

熱
心
だ
っ
た
中
年
男
性
が
過
剰
な

罪
責
感
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
職

場
に
も
通
え
な
く
な
っ
て
し
ま

う
、
と
い
っ
た
例
が
典
型
的
だ
ろ

う
。
後
者
は
、
勤
勉
で
は
な
く
、

他
罰
的
で
、
社
会
的
な
役
割
の
な

い
状
態
を
好
む
と
い
っ
た
性
格
傾

向
の
ひ
と
に
起
こ
り
や
す
く
、
職

場
や
学
校
で
は
み
ず
か
ら
の
抑
う

つ
症
状
を
訴
え
て
す
ぐ
に
休
ん
だ

り
す
る
が
、
授
業
や
業
務
以
外
の

場
面
で
は
快
適
に
生
活
で
き
て
い

る
と
い
っ
た
特
徴
が
あ
る
。
著
者

は
こ
れ
ら
二
つ
の
タ
イ
プ
の
う
つ

を
、
経
験
を
も
と
に
作
成
し
た
架

空
の
症
例
（
ビ
ネ
ッ
ト
）
を
交
え

な
が
ら
説
明
し
つ
つ
、「
逃
げ
る
」

こ
と
に
対
す
る
態
度
の
違
い
と
し

て
整
理
す
る
。
つ
ま
り
、
古
典
的

う
つ
／
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
親
和
型
う

つ
と
は
「
逃
げ
な
い
」
「
逃
げ
ら

れ
な
い
」
う
つ
で
あ
り
、
新
型
う

つ
／
現
代
型
う
つ
と
は「
逃
げ
る
」

け
れ
ど
も「
逃
げ
る
の
が
下
手
な
」

う
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ

れ
で
は
、
「
逃
げ
ら
れ
な
い
」
状

態
や
「
逃
げ
る
が
負
け
」
の
状
態

に
陥
ら
ず
に
、「
逃
げ
る
が
勝
ち
」

に
な
る
、
つ
ま
り
上
手
に
逃
げ
る

と
は
一
体
ど
う
い
っ
た
こ
と
な
の

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の

よ
う
に
し
て
達
成
さ
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
こ
そ
が
本
書
の
テ
ー

マ
で
あ
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
著

者
が
提
示
す
る
一
つ
の
打
開
策

は
、
�
藤
を
抱
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
、
す
な
わ
ち
自
分
の
心
の
中

で
、
い
く
つ
か
の
自
分
（
特
に
逃

げ
た
い
自
分
）
が
共
存
し
て
い
る

状
態
を
受
け
入
れ
る
、
と
い
う
方

法
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
が
発
明
し
た
精
神
分

析
は
こ
こ
ろ
に
起
こ
る
様
々
な
現

象
を
、
我
々
が
普
段
意
識
で
き
な

い
領
域
で
あ
る
無
意
識
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
が
原
因
で
あ
る
と
し
た
。
精

神
分
析
で
は
、我
々
全
員
に
、〈
自

我ego

〉
〈
エ
スes

（
イ
ドid

）〉

〈
超
自
我super-ego

〉
と
い

う
無
意
識
の
役
者
が
働
い
て
い
る

と
想
定
す
る
。
精
神
分
析
の
実
践

と
は
、
そ
ん
な
無
意
識
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
目
を
向
け
、
無
意
識
を
意

識
化
し
て
い
く
営
み
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
営
み
を
通
じ
て
我
々

は
、
我
々
全
員
の
心
に
ひ
そ
む
、

「
逃
げ
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
に

向
き
合
う
こ
と
が
、
つ
ま
り
は
�

藤
を
抱
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
だ
と
い
う
。

著
者
は
上
手
に
逃
げ
る
具
体
的

な
方
法
を
提
案
す
る
中
で
、
ア
ル

コ
ー
ル
や
タ
バ
コ
、
ゲ
ー
ム
な
ど

は
つ
ら
い
現
実
か
ら
簡
単
に
目
を

背
け
さ
せ
て
く
れ
る
が
、
依
存
的

に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
な
逃
げ
場

で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘

に
は
多
く
の
方
が
容
易
に
納
得
で

き
る
だ
ろ
う
。
で
は
上
手
く
逃
げ

る
こ
と
が
で
き
る
逃
避
先
、
逃
げ

る
が
勝
ち
に
な
る
逃
げ
場
と
は
具

体
的
に
ど
う
い
っ
た
場
所
な
の

か
。
著
者
は
「
�１
す
ぐ
に
快
感
を

得
ら
れ
ず
、
つ
ら
く
て
逃
げ
た
い

現
実
を
す
ぐ
に
忘
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い

�２
入
手
し
が
た
い
・
ア

ク
セ
ス
し
が
た
い

�３
は
じ
め
か

ら
高
額

�４
リ
ア
ル
な
対
人
交
流

が
必
要

�５
終
わ
り
が
あ
る

�６

量
や
時
間
や
金
額
と
満
足
度
が
正

比
例
し
な
い

�７
や
め
よ
う
と
す

る
と
落
ち
着
き
情
緒
が
安
定
す
る

�８
そ
の
こ
と
で
現
実
世
界
の
住

人
と
の
あ
い
だ
で
仲
が
良
く
な

る
」
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
逃
げ
場

こ
そ
が
と
て
つ
も
な
い
効
果
を
発

揮
す
る
逃
げ
場
な
の
だ
と
す
る
。

し
か
し
、
そ
ん
な
場
所
は
お
そ
ら

く
、
我
々
が
逃
げ
こ
み
た
い
と
思

う
場
所
で
は
な
い
は
ず
だ
。
こ
こ

に
は
重
要
な
逆
説
が
あ
る
。
効
果

的
な
逃
げ
場
と
は
、
我
々
が
そ
こ

か
ら
こ
そ
逃
げ
出
し
た
い
と
感
じ

る
当
の
場
所
な
の
だ
。

上
手
に
逃
げ
る
こ
と
、
そ
れ
は

逃
げ
る
こ
と
か
ら
逃
げ
な
い
こ

と
、
�
藤
を
抱
え
る
こ
と
と
し
て

逃
げ
る
こ
と
を
あ
る
意
味
で
引
き

受
け
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
結
論

が
持
つ
逆
説
は
、
我
々
人
間
が

「
逃
げ
る
」
と
い
う
こ
と
そ
れ
自

体
が
持
つ
逆
説
に
原
因
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
さ
ら
に
考
え
る
た
め
に
は
精
神

分
析
に
つ
い
て
よ
り
深
く
知
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
著
者
は
先
述

し
た
理
想
的
な
逃
げ
場
の
特
徴
を

多
く
満
た
す
場
所
の
例
と
し
て
精

神
分
析
（
や
精
神
科
へ
の
通
院
）

を
挙
げ
て
い
た
。
本
書
は
逃
げ
る

こ
と
に
関
す
る
悩
み
を
持
つ
ひ
と

に
向
け
た
指
南
書
で
あ
る
と
と
も

に
、
精
神
分
析
へ
の
誘
い
で
も
あ

る
。

（
自
治
医
科
大
学
附
属
病
院
研
修

医
）

頭木弘樹・横道誠著

�当事者対決！
心と体でケンカする
１１・３０刊 四六判１７６頁 本体１７００円

世界思想社

異種「当事者」の対話（ダイアローグ）が
指し示す「見晴らしのいい場所」
それぞれ人生の「当事者」である私たちを、やさしく元気づけてくれる本

西岡知香

チャイナ・ドレスとして

知られる衣装は１９２０年代後

半に展開を見せる。その起

源は満州族女性のチーパオ

とされるが、これは漢族側

の呼称。満州語ではチャン

イーと呼ばれる貫頭衣が１９

２０年代後半に流行を見る。

研究者の劉瑜さんは１９２７年

刊行の『北洋画報』に掲載

の写真にその原型を見る。

北方の衣服ゆえ布地も厚

く、肘まである袖がラッパ

状に広がっている。これを

見て、咄嗟に思い出した。

関東洲大連にいた祖母が同

じチャンイーを纏った家族

写真である。

満洲の天然資源積出港、

大連は当時、人口２５万を超

え、大発展の過程にあり、

１９２５年には大連勧業博覧会

が開催される。中華民国と

張り合うだけでなく、都市

計画や教育水準でも東京に

負けてなるものか、といっ

た「外地」の意気込みが横

�していた。「内地」の首

都・東京や横浜は１９２３年の

関東大震災で激甚な被害を

受け、文化の中心も関西に

移動していた。

第一次世界大戦の終了と

ともに、欧亜の交通は格段

の進歩を遂げる。パリへの

藝術家の留学も頻繁となる

が、１９２０年には児島虎次郎

がチマ・チョゴリの若い女

性を描いた《秋》がサロン

・ドートンヌに入選する。

当時のパリの最新流行は女

性の体をコルセットから開

放したが、その立役者ポー

ル・ポワレの代表作も同年

に現れる。女性デザイナー

の活躍も顕著で、マドレー

ヌ・ヴィオレは日本のキモ

ノに着想を得た斬新なワン

ピースを提案する。

当時、上海での最新流行

はパリと同期していたが、

ここで展開を見せたのが、

今日言うところのチャイナ

・ドレス。辛亥革命後の中

華民国では満族の辮髪や衣

装には禁令が発布された

が、その満洲起源の東洋趣

味の衣装が「魔都上海」で、

パリの最新流行と融合した

のではなかったか。

日本で「モダンガール」

と呼ばれる新女性の出現

は、斎藤光氏の調査によれ

ば、１９２３年の震災直前。だ

が着飾った貴顕の子女や映

画俳優などのブロマイド

は、東亜でもすでに絵入り

雑誌で広く流通しており、

上海と関西圏とには濃密な

海上交易が展開していた。

その大阪から東京に移った

プラトン社の廃業後、銀座

資生堂で広告宣伝に携わ

り、「花椿」で著名な山名

文夫が「アール・デコ」そ

して「モガ」意匠の推進

者。「モガ」の街頭写真も銀

座を起点に流通する。今和

次郎の「考現学」の同時代

統計調査では、当時なお洋

装は大東京の目抜き通りで

も少数派、岡本慶子氏の調

査によれば、花嫁衣装にも

洋装など皆無の時代であ

る。

日本人画家の手になるチ

ャイナ・ドレスを纏った女

性像といえば、安井曾太郎

の《金蓉》（１９３４）が著名

だろう。モデルの小田切峯

子は上海総領事令嬢で数ヵ

国語を操り、才色兼備の誉

も高かった女性。流行最先

端の装いとも窺えるが、前

年の１９３３年には日本は「満

洲事変」を受けジュネーブ

に本部を置く国際連盟から

の脱退を通告していた。

安井とも盟友の梅原龍三

郎も日本の河北占領に伴い

《紫禁城》（１９４０―）ほか

の北京風景や「支那服」姿

の《姑娘》の連作を、北京

飯店５０９号室を根城に制作

する。画家たち本人の政治

意識とは無縁に、戦前期の

日本油彩の最高峰は、東亜

帝国主義のオリエンタリズ

ム絵画に他なるまい。

日本帝国の大陸侵出は、

高等教育の普及とも連動す

る。学校教育には制服の制

定が無縁ではない。当時の

「外地」とりわけ偽満洲国

での教育現場の実態復元

は、言うまでもなく容易で

はない。存命の現場体験者

もすでに希少である。だが

「内地」に生還した例外的

遺品は、ときに「淪落」の

常識を覆す。現在の朝鮮族

自治区、龍井での女子高等

教育の一齣だが、筆者の祖

父旧蔵の即興現場写真は、

農業実習に勤しむ朝鮮族女

学生たちの洋装の作業衣姿

を捉えていた（１９４４）。主

婦にはモンペ「強要」が相

場だった「内地」との落差

も注目されようか。

コシノ・ヒロコ氏は１９８４

年、上海は錦江飯店、かつ

てのブロードウェイ・マン

ションを舞台としたファッ

ション・ショーで中国全土

に衝撃を与えた。藍色の人

民服に固められた装いから

の「開放」がここから中国

各地に広がった。他方、２０

１８年には北米ボストンでモ

ネの《ラ・ジャポネーズ》

（１８７６：歌舞伎衣裳の妻・

カミーユを描く）に倣った

コスプレが「東洋蔑視」と

してアジア系運動家から糾

弾され、和服も「帝国主義」

の表徴として攻撃の対象と

なった。ボンド・ガール以

来のボディ・コンを誇示す

るチャイナ・ドレスもまた、

政治的闘争の標的たるを免

れまい。衣装に託された人

権意識の変遷が服飾精神史

に彩りと陰翳を与えてい

る。

＊「服飾・装飾から考える

東アジアの近代」国際日本

文化研究センター主催・海

外シンポジウム（２０２３年１０

月１４日開催）席上での筆者

の即席のコメントなどから

再構成した。

い
わ
ゆ
る
「
当
事
者
」
本
は
、

い
ろ
い
ろ
出
版
さ
れ
て
い
る
。
発

達
障
害
に
関
す
る
も
の
も
た
く
さ

ん
あ
る
し
、
精
神
障
害
や
身
体
障

害
に
関
す
る
も
の
、
依
存
症
や
多

重
債
務
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
「
当
事

者
」
本
が
あ
る
。
本
書
が
そ
れ
ら

と
違
う
の
は
、
難
病
と
発
達
障
害

と
い
う
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
「
当

事
者
」に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
、
お
互
い
に
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
し
あ
う
と
い
う
対
話
形
式
が
取

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

対
話
す
る
の
は
、
難
病
の
「
当

事
者
」
で
あ
る
頭
木
弘
樹
と
、
発

達
障
害
の
「
当
事
者
」
の
横
道
誠

で
あ
る
。
し
ば
し
ば
反
す
る
も
の

と
し
て
扱
わ
れ
る
体
と
心
で
あ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
で
困
っ
て
い
る
者

が
、
質
問
し
合
い
、
語
り
合
う
の

が
本
書
の
試
み
で
あ
る
。
ふ
た
り

の
「
当
事
者
」
は
、
い
っ
た
い
ど

ん
な
「
ケ
ン
カ
」
を
繰
り
広
げ
る

の
だ
ろ
う
か
。「
体
の
困
り
ご
と
」

と
「
心
の
困
り
ご
と
」
で
は
、
全

く
意
見
が
異
な
る
の
か
、
そ
れ
と

も
多
少
は
分
か
り
合
え
る
の
だ
ろ

う
か
。

往
復
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
お
互

い
の
病
気
、
障
害
を
そ
れ
ぞ
れ
相

手
に
説
明
す
る
こ
と
か
ら
始
ま

る
。
テ
ー
マ
は
「
ど
う
い
う
症
状

か
？
」「
ど
ん
な
人
生
か
？
」「
ど

う
し
て
つ
ら
い
の
か
？
」
「
誰
と

生
き
る
の
か
？
」の
４
つ
で
あ
る
。

頭
木
は
、
２０
歳
の
大
学
生
の
と

き
、
潰
瘍
性
大
腸
炎
に
な
る
。
そ

れ
ま
で
大
し
た
病
気
も
し
た
こ
と

が
な
く
、
下
痢
が
続
い
て
も
さ
ほ

ど
気
に
も
し
て
い
な
か
っ
た
も
の

の
、
最
終
的
に
血
液
だ
け
が
排
泄

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

弱
り
き
っ
て
い
る
本
人
を
見
か
ね

た
友
達
が
病
院
に
連
れ
て
行
っ
て

く
れ
た
が
、
医
療
機
関
に
か
か
っ

て
か
ら
も
紆
余
曲
折
が
あ
り
、
診

断
が
さ
れ
る
ま
で
多
く
の
時
間
を

要
し
た
。
症
状
の
苦
し
み
、
治
療

で
の
辛
さ
（
点
滴
の
話
！
）
に
加

え
、若
く
し
て
生
活
や
人
間
関
係
、

将
来
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
理
不
尽

さ
は
読
ん
で
い
て
あ
ま
り
に
苦
し

い
。一

方
、
横
道
の
発
達
障
害
は
、

生
ま
れ
持
っ
て
の
特
性
で
あ
る
。

し
か
し
横
道
が
生
ま
れ
た
時
代
に

は
今
ほ
ど
発
達
障
害
は
知
ら
れ
て

お
ら
ず
、
本
人
に
は
周
囲
の
理
解

も
支
援
も
な
く
、
ま
る
で
異
星
人

に
囲
ま
れ
て
生
活
し
て
い
る
よ
う

に
感
じ
て
い
た
と
い
う
。横
道
は
、

自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症
と
注
意
欠

如
多
動
症
と
診
断
さ
れ
て
い
る
。

自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症
は
、
数
年

前
に
「
Ｋ
Ｙ
」
「
ア
ス
ペ
」
と
い

う
言
葉
が
流
行
し
た
が
、
そ
の
言

葉
と
共
に
爆
発
的
に
認
知
さ
れ
た

も
の
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
や
興
味
に
関
す
る
偏
り
が
あ

る
と
い
わ
れ
る
。
注
意
欠
如
多
動

症
は
、
注
意
集
中
が
う
ま
く
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
こ
と
が
症
状

と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。い
ず
れ
も
、

集
団
で
状
況
に
合
わ
せ
た
言
動
が

求
め
ら
れ
る
場
面
で
は
、
周
囲
か

ら
浮
い
て
し
ま
い
が
ち
で
、
学
校

や
会
社
と
い
っ
た
場
で
の
苦
労
が

多
く
な
る
。
横
道
が
自
身
に
つ
い

て
、
発
達
障
害
を
明
解
に
説
明
す

る
部
分
は
、
発
達
障
害
理
解
と
し

て
も
興
味
深
い
。

途
中
か
ら
病
気
に
な
っ
た
、
生

ま
れ
て
か
ら
ず
っ
と
発
達
障
害
だ

っ
た
、
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、

ど
ち
ら
も
自
分
で
自
分
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。ふ
た
り
は
、

そ
の
不
如
意
の
体
と
心
を
持
ち
な

が
ら
、
い
か
に
生
き
延
び
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
の
ひ
と

つ
は
、
文
学
に
あ
る
。

頭
木
は
、
病
床
で
カ
フ
カ
を
読

み
、
そ
の
絶
望
的
な
マ
イ
ナ
ス
思

考
に
救
わ
れ
る
。
カ
フ
カ
に
救
い

を
見
出
し
、
す
が
り
つ
い
て
読
ん

だ
と
い
う
頭
木
は
、
そ
の
深
い
理

解
に
よ
り
、
『
絶
望
名
人
カ
フ
カ

の
人
生
論
』
を
著
す
に
至
っ
た
。

横
道
は
、
４０
歳
で
自
閉
性
ス
ペ
ク

ト
ラ
ム
症
と
注
意
欠
如
多
動
症
と

診
断
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
、
自
身

の
こ
れ
ま
で
の
生
き
づ
ら
さ
を
理

解
す
る
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
当

事
者
研
究
（
同
じ
障
害
を
持
つ
者

が
集
ま
り
、
困
り
ご
と
の
解
決
た

め
に
仲
間
と
意
見
を
出
し
合
う
自

助
グ
ル
ー
プ
）
と
い
う
障
害
と
の

向
き
合
い
方
と
、
そ
れ
ま
で
の
研

究
者
と
し
て
物
事
を
深
め
る
方
法

が
合
わ
さ
っ
て
、
著
書
『
み
ん
な

水
の
中
』
で
、
自
身
の
生
き
る
発

達
障
害
的
世
界
の
有
り
様
を
表
現

し
た
。
彼
ら
は
、
生
き
て
い
く
た

め
に
文
学
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ

る
。ふ

た
り
の
語
り
口
の
違
い
に
も

注
目
し
た
い
。
頭
木
は
、
落
語
や

昔
ば
な
し
が
好
き
で
、
落
語
は
毎

日
聞
い
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
も

あ
っ
て
か
、
そ
の
語
り
は
聞
き
心

地
が
よ
く
、
話
す
ス
ピ
ー
ド
も
絶

妙
な
ん
だ
ろ
う
な
と
思
わ
せ
る
。

逆
に
そ
の
穏
や
か
さ
が
、
絶
望
の

深
さ
を
感
知
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

横
道
の
語
り
は
、言
葉
数
が
多
く
、

応
答
の
セ
ン
ス
が
絶
妙
で
、
勝
手

な
が
ら
早
口
だ
と
想
像
す
る
。
そ

の
語
り
か
ら
は
、
横
道
の
世
界
が

追
体
験
で
き
る
。彼
ら
の
対
話
は
、

読
ん
で
い
る
こ
ち
ら
の
体
と
心
を

刺
激
す
る
。
「
体
の
困
り
ご
と
」

を
も
つ
人
が
し
な
や
か
な
語
り
と

文
体
を
持
ち
、「
心
の
困
り
ご
と
」

を
も
つ
人
が
タ
フ
な
精
神
力
を
体

現
し
た
よ
う
な
語
り
と
文
体
を
持

つ
こ
と
は
、
や
は
り
、
体
と
心
に

分
け
て
考
え
る
こ
と
は
困
難
だ
と

い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

対
話
は
、
さ
ら
に
コ
ン
ロ
ト
ー

ル
で
き
な
い
体
と
心
を
携
え
た
者

に
と
っ
て
、
ど
う
す
れ
ば
暮
ら
し

や
す
い
世
界
に
な
る
か
と
い
う
論

点
に
広
が
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
、

難
病
や
発
達
障
害
に
限
ら
な
い
話

で
あ
る
。
「
私
た
ち
の
役
に
立
た

さ
な
さ
ぶ
り
を
、
こ
の
本
で
世
間

に
見
せ
つ
け
て
や
り
ま
し
ょ
う
」

と
息
巻
く
横
道
に
、
頭
木
は
「
誰

も
買
い
ま
せ
ん
よ
（
笑
）
」
と
応

じ
る
。
彼
ら
は
、
文
学
が
自
分
た

ち
を
救
っ
た
よ
う
に
、
「
役
に
立

た
さ
な
さ
」
が
「
役
に
立
つ
」
こ

と
を
知
っ
て
い
る
。
異
種
「
当
事

者
」の
鋭
く
お
も
し
ろ
い
対
話
が
、

そ
れ
ぞ
れ
人
生
の
「
当
事
者
」
で

あ
る
私
た
ち
を
、
や
さ
し
く
元
気

づ
け
て
く
れ
る
本
で
あ
る
。

（
立
命
館
大
学
大
学
院
先
端
総
合

学
術
研
究
科
、
社
会
学
）

精神分析家は何を行っているのか？
理論と実践の緊張関係
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水声社

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
の
精
神
分

析
に
つ
い
て
多
少
知
る
者
な
ら
、

ジ
ャ
ッ
ク
�
ア
ラ
ン
・
ミ
レ
ー
ル

と
い
う
「
い
わ
く
つ
き
の
名
」
は

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
に
違
い
な

い
。
ラ
カ
ン
の
娘
婿
、
「
遺
産
相

続
者
」
、
ラ
カ
ン
自
身
か
ら
任
命

さ
れ
た
セ
ミ
ネ
ー
ル
の
編
集
に
お

い
て
、
「
海
賊
版
」
に
対
す
る
法

廷
闘
争
も
含
め
て
自
ら
の
「
正
統

性
」を
誇
っ
て
き
た
人
物
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
ゴ
シ
ッ
プ
と
と
も
に

定
着
し
た
名
を
持
つ
者
は
、
し
か

し
や
は
り
ラ
カ
ン
研
究
者
と
し
て

は
超
一
級
で
あ
り
、
ラ
カ
ン
の

「
教
え
」
を
熟
知
し
た
後
継
者
で

あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。本
書
は
、

ミ
レ
ー
ル
が
主
導
す
る
世
界
精
神

分
析
協
会
が
主
催
す
る
、
六
つ
の

症
例
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
た
検
討

会
の
記
録
で
あ
る
。

精
神
分
析
は
治
療
法
で
あ
る
と

と
も
に
理
論
で
あ
る
。
し
か
し
、

精
神
分
析
に
は
理
論
を
分
析
実
践

に
杓
子
定
規
に
当
て
は
め
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
原
則
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
精
神
分
析
の
文
献

を
開
け
ば
、
と
り
わ
け
ジ
ジ
ェ
ク

な
ど
の
文
化
現
象
へ
の
応
用
な

ど
、
精
神
分
析
が
対
象
を
見
事
に

割
っ
て
見
せ
る
様
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
ら
の
事
例
に
お
い

て
、
理
論
は
対
象
に
ぴ
た
り
と
は

ま
り
、
ま
さ
に
「
応
用
さ
れ
て
い

る
」
。
精
神
分
析
の
症
例
紹
介
で

も
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
見
え

な
か
っ
た
心
の
「
病
み
」
の
原
因

が
、
精
神
分
析
理
論
を
通
す
こ
と

に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
と
な
り
、
治

癒
へ
と
導
か
れ
て
い
く
、
と
い
っ

た
よ
う
に
で
あ
る
。
や
は
り
理
論

の
実
践
へ
の
応
用
な
の
だ
ろ
う

か
。
精
神
分
析
家
は
そ
こ
で
何
を

行
っ
て
い
る
の
か
。

本
書
で
は
ま
ず
六
つ
の
ケ
ー
ス

と
そ
れ
ら
の
症
状
を
持
つ
患
者

（
主
体
）
と
直
接
対
面
し
て
き
た

精
神
分
析
家
が
施
し
た
分
析
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
分
析

の
基
軸
と
し
て
参
照
さ
れ
る
の
は

精
神
分
析
「
理
論
」
で
あ
る
。
そ

し
て
検
討
会
で
は
、
そ
れ
ら
の
分

析
結
果
を
め
ぐ
っ
て
、
精
神
分
析

の
「
理
論
」
を
拠
り
所
に
し
な
が

ら
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
興
味
深

い
の
は
、
同
じ
理
論
を
参
照
し
な

が
ら
も
、
施
さ
れ
る
解
釈
は
様
々

あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
だ
。
す
ぐ

さ
ま
理
論
が
ぴ
っ
た
り
は
ま
る
よ

う
な
事
例
な
ど
な
く
、
分
析
家
た

ち
が
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
、
主
体

を
苦
痛
か
ら
解
放
す
る
方
途
を
模

索
す
る
。
時
に
「
理
論
」
に
沈
水

し
、
時
に
離
れ
な
が
ら
、
主
体
と

の
距
離
や
自
ら
の
位
置
を
変
え
、

主
体
を
快
方
へ
と
導
く
こ
と
が
で

き
る
解
釈
を
た
ぐ
り
寄
せ
よ
う
と

す
る
。
そ
こ
に
は
、
理
論
の
実
践

へ
の
応
用
と
は
単
純
に
は
言
え
な

い
「
実
践
感
覚
」
が
現
れ
て
い

る
。
実
践
に
対
す
る
理
論
の
優
位

性
を
強
調
し
て
し
ま
う
と
、
こ
の

実
践
家
の
主
体
的
営
為
が
見
え
な

く
な
る
。
こ
の
こ
と
を
本
書
は
改

め
て
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
。

こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
症
例
は

「
底
意
地
の
悪
い
〈
他
者
〉
」
を

テ
ー
マ
に
し
て
集
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
〈
他
者
〉
と
は
、
私
に

似
た
同
類
と
し
て
の
他
者
と
は
異

な
り
、
絶
対
的
な
他
性
を
帯
び
た

も
の
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
エ
デ

ィ
プ
ス
理
論
で
は
父
が
そ
れ
を
体

現
し
て
い
た
が
、
世
間
や
社
会
、

神
、
国
家
、
大
儀
…
…
な
ど
が
そ

の
位
置
に
置
か
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
主
体
に
は
同
化
し
得
な
い
絶

対
的
な
他
性
と
権
威
を
有
し
な
が

ら
も
、
し
か
し
〈
他
者
〉
は
主
体

が
想
定
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

〈
他
者
〉
は
実
体
で
は
な
く
、
い

わ
ば
主
体
に
対
す
る
絶
対
的
な
他

な
る
「
場
」
で
し
か
な
い
が
、
し

か
し
人
間
の
心
の
核
心
と
な
り
、

主
体
の
存
在
を
保
証
す
る
。
と
こ

ろ
が
、
〈
他
者
〉
は
「
底
意
地
が

悪
い
」
。
こ
れ
に
注
目
し
た
の
が

本
書
の
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
る
。

本
書
で
紹
介
さ
れ
た
症
例
は
こ

の
底
意
地
の
悪
い
〈
他
者
〉
に
悩

み
、
苦
し
め
ら
れ
る
主
体
、
つ
ま

り
「
迫
害
妄
想
」
に
苦
し
む
者
た

ち
で
あ
る
。
た
だ
、
〈
他
者
〉
の

底
意
地
の
悪
さ
は
「
漠
然
と
し
た

敵
意
」
と
し
て
周
囲
に
漂
っ
て
い

る
場
合
も
あ
れ
ば
、
〈
他
者
〉
が

父
、
母
、
パ
ー
ト
ナ
ー
、
教
師
、

隣
人
…
…
な
ど
具
体
的
な
形
姿
を

ま
と
い
、
そ
れ
ら
の
人
物
か
ら
向

け
ら
れ
る
敵
意
と
し
て
感
知
さ
れ

る
場
合
も
あ
る
。
し
か
も
〈
他

者
〉
の
底
意
地
の
悪
さ
は
直
接
示

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に

「
ほ
の
め
か
さ
れ
る
」
。
直
接
言

わ
な
い
か
ら
、「
底
意
地
が
悪
い
」

の
だ
。
〈
他
者
〉
の
敵
意
が
「
漠

然
と
し
た
」
「
ほ
の
め
か
し
」
で

あ
る
の
は
、
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の

連
鎖
の
効
果
」
で
し
か
な
い
か
ら

だ
。
「
主
体
」
が
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

の
連
鎖
の
効
果
に
よ
っ
て
出
来
す

る
も
の
で
あ
る
限
り
、
〈
他
者
〉

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
敵
意
も
誰
も

が
感
知
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
私

た
ち
が
日
常
生
活
の
中
で
何
ら
か

の
被
害
意
識
を
持
つ
こ
と
も
〈
他

者
〉
の
底
意
地
の
悪
さ
が
生
じ
る

機
制
と
同
じ
と
こ
ろ
に
淵
源
す

る
。
そ
れ
が
「
迫
害
妄
想
」
と
な

る
か
ど
う
か
が
、
治
療
の
対
象
に

な
り
得
る
か
を
決
め
る
と
は
い

え
、
し
か
し
「
程
度
の
差
」
と
も

ま
た
言
え
る
。

昨
今
、
と
り
あ
え
ず
は「
病
的
」

と
認
定
さ
れ
な
い
者
た
ち
の
多
く

も
「
被
害
妄
想
」
と
言
い
た
く
な

る
よ
う
な
も
の
に
囚
わ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
「
移
民
に
仕
事
を
奪

わ
れ
る
」
と
不
安
を
�
り
、
「
陰

謀
論
」
を
振
り
回
し
、
自
分
に
都

合
の
悪
い
報
道
を
フ
ェ
イ
ク
・
ニ

ュ
ー
ス
と
し
、
人
種
差
別
に
よ
っ

て
国
民
を
分
断
す
る
人
物
を
大
統

領
の
座
に
就
か
せ
た
米
国
民
、
客

観
的
必
然
性
な
ど
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
隣
国
か
ら
の
軍
事
攻
撃
の

危
険
性
を
�
り
立
て
、
軍
事
力
を

増
強
す
る
政
権
に
呼
応
し
て
し
ま

う
日
本
国
民
。
「
妄
想
」
は
他
人

事
で
は
な
い
。

（
哲
学
）

訃
報

徐
京
植
（
ソ
・
キ
ョ
ン
シ
ク
）

氏
�
作
家
、
東
京
経
済
大
学
名
誉

教
授
。
１２
月
１８
日
、
死
去
し
た
。

７２
歳
だ
っ
た
。

１
９
５
１
年
、京
都
市
生
ま
れ
。

在
日
朝
鮮
人
二
世
。
早
大
仏
文
科

卒
。
韓
国
へ
留
学
し
た
兄
の
勝
さ

ん
、
俊
植
さ
ん
は
政
治
犯
と
し
て

長
期
収
容
さ
れ
た
。

自
叙
伝
『
子
ど
も
の
涙
』
（
９５

年
）
で
日
本
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
・
ク

ラ
ブ
賞
を
、
『
プ
リ
ー
モ
・
レ
ー

ヴ
ィ
へ
の
旅
』
（
９９
年
）
で
マ
ル

コ
・
ポ
ー
ロ
賞
を
受
賞
。
雑
誌「
前

夜
」
の
呼
び
か
け
人
、
編
集
委
員

を
務
め
た
。
他
の
著
作
に
『
�
に

か
け
て
は
な
ら
な
い
』
『
デ
ィ
ア

ス
ポ
ラ
紀
行
』『
分
断
を
生
き
る
』

『
植
民
地
主
義
の
暴
力
』
な
ど
が

あ
る
。

稲
賀
繁
美

京
都
精
華
大
学
教
員
・

放
送
大
学
客
員
教
授

連
載
２４９

チ
ャ
イ
ナ
・
ド
レ
ス
の
展
開
に
植
民
地
帝
国
の
陰
翳
を
読
む

「
服
飾
・
装
飾
」か
ら
東
ア
ジ
ア
の「
モ
ダ
ン
」を
考
え
る

思

考

の

隅

景


