
戦

前
、

日
本

に

は
台
湾

と
朝

鮮

と

い
う

二

つ

の
植

民
地

が
あ

っ
た

(
旧
満
州

を

日
本

の
植

民

地
と

み

る
か
ど

う

か

に

つ
い
て

は
、

ひ
と

ま
ず

保
留

し

て
お

く

)。

こ

の
二

つ
の
地

域

は
、

そ

の
統

治
方
法

や
教

育

政
策

、
被

統
治

人
民

の
抵

抗

活
動

な

ど
、

何

か
と
比

較

し

て
論

じ

ら
れ

る

こ
と

も

し
ば

し

ば

で
あ

る
。
例

え
ば

、
台

湾
史

研
究

家

の
陳
培

豊

は

そ

の
著

書

『
「
同
化

」

の

同
床

異
夢

日
本

統
治

下
台

湾

の
国
語

教
育

史

再

考

』

(
三

元
社

、

二
〇

〇

一
年

)

の
な

か

で
、

次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

在

来

教

育

機

関

の
書

房

を

い
ち

早

く

見

限

っ
て
、

公
学

校

を
積
極

的

に
受
容

す

る

傾

向

を
見

せ

た
台
湾

と

異
な

っ
て
、

朝
鮮

の
方

は
伝

統
的

な
教

育
機

関

に
対

す

る
誇

り
も
高

く

、

ミ

ッ
シ

ョ
ン
系
学

校

が
数
多

く
存
在

し

て

い
た

こ
と

も
あ

っ
て
、
日
本

に

よ

っ
て
設
置

さ

れ
た
教

育
機

関

に
入
学

す

る

こ
と

を
恥

と

し

て
拒

否

す

る
傾

向

が

強

か

っ
た
。

(
一
七

四
頁

)

こ

の
よ
う

に
、

一
般

的

に
日
本
統

治
下

に
お

け

る
台
湾

と
朝

鮮

と
を

比

べ
た
場

合
、

そ

の
被

統
治

側

か
ら

の
抵
抗

あ

る

い
は
拒

絶

と

い
う
面

で
は
、
朝

鮮

の
ほ
う

が
圧
倒

的

に
強

か

っ
た
と
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み
な
さ

れ
る

の
が
普

通

で
あ

る
。

ま
た

、

一
九

〇

九
年

の
伊
藤
博

文

暗
殺

事
件

や

一
九

一
九

年

の

「
三

・

一
独

立

運
動

」
、

戦
後

に

な

っ
て
か

ら

の
厳
し

い
歴
史

的

追
及

な

ど
、

日
本

に

よ

る

朝
鮮

統
治

を
考

え

る
際

に

は
、
被

統
治

者
側

か

ら

の
激

し

い
民
族

的
抵

抗

と

い
う

要
素

が
必
ず

つ
い
て
回

る
と

さ
え

い
え

る
。

こ

の
本

が
言
及

対
象

と

し

て

い
る

の
も
、

そ

ん

な
戦

前

の
朝
鮮

に

お
け

る
ひ
と

つ
の
歴
史

で

あ

る
。

た

だ
、

こ
こ
で
語

ら

れ

る

の
は
、
あ

る

百
貨
店

グ

ル
ー
プ

に

ま

つ
わ

る
歴
史

と

、

そ

こ

に
深
く

関

わ

っ
た

日
本

人

一
族

の
盛

衰

記

で
あ

る
。本

書

を
読

ん

で
ま
ず

意

外

に
思

っ
た

の
は
、

当

時

の
朝

鮮

人

た

ち

が

、

三

越

や

三
中

井

と

い
っ
た
当

地

に
進
出

し
た

百
貨

店

が
提

供
す

る

消
費

文
化

を
積

極
的

に
自

ら

の
生

活

に
と
り

い

れ
、
日
本

内
地

の
最

先

端

フ

ァ

ッ
シ

ョ
ン
な

ど

を
盛

ん

に
追

い
求

め

て

い
た

と

い
う
事
実

で
あ

る
。

し

か
も
、

そ

の

よ
う

な
文

化
的

影
響

は
戦

後

に
な

っ
て
も
存
続

し

て

い
て
、

現
在

に

お

い

て
も
、
韓

国

に
お

け

る
百

貨
店

ビ
ジ
ネ

ス
そ

の

他

の
企

業
経

営

の
多

く

に
、

日
本

か
ら
移

転

さ

れ

た

ノ

ウ

ハ
ウ

が

そ

の

ま

ま

使

わ

れ

て

い
る

ケ
ー

ス
が
多

々
み
ら

れ

る
と

い
う
。

こ
う

し
た

こ
と

は
、
先

に
述

べ
た
戦

前

・
戦
後

を
通

じ

て

の
民
族

的
抵

抗

と

い
う

一
面

と

あ

わ
せ

て
考

え

て
み

る
と
、

非
常

に
極

端

な

コ
ン
ト

ラ

ス
ト
を

な

し

て

い
る
と

い
え

る
。

本

書

の
著

者

は
、

一
九

四

〇

年

に

朝

鮮

の

ブ

ヨ

扶
余

に
生
ま

れ
、

日
本

の
敗

戦
後

に
引

き
揚
げ

て
く

る
ま

で
そ

こ
で
過
ご

し
た
経

歴

の
持
ち

主

で
あ

る
。

そ
れ

ゆ
え
、

当
時

の
町
並

み
を
描

写

す

る
語

り

口
や
、

写
真

や

図
を

た
く

さ
ん
使

っ

て

い
る
点

な

ど

に
も
、

ど

こ
か
常

に
温

か

い
思

い
入
れ

が
感

じ

ら
れ

る
。

そ
し

て
ま
た

、
著
者

は
プ

ロ
の

マ
ー
ケ

テ

ィ

ン
グ

・
コ
ン
サ

ル
タ

ン

ト

と
し

て
、

二
十

数
年

間
、

韓
国

を
含

む

ア
ジ

ア
各

国

を
頻
繁

に
訪
れ

、
当

地

の
企

業

に

マ
ー

ケ

テ

ィ

ン
グ
戦

略

の
ア
ド

バ
イ

ス
を
行

っ
て
き

た

と

い
う
経
験

も
持

っ
て
い
る
。
著

者

の
そ
う

し

た

経

験

を

十

分

に

生

か

し

つ

つ
、

か

つ
て

「百

貨

店

王
」

の
名

で
呼

ば

れ

た

三
中

井
百

貨

店

の
朝
鮮

や
大

陸

に
お

け

る
盛

衰

の
歴
史

が
、

数

々

の
証

言
や

資
料

を

も
と

に
分
析

さ
れ

、
あ

わ

せ

て
そ

の
経

営

の
す

べ

て
に
関

わ

っ
た
近

江

商

人

、
中

江

一
族

の
経

営

者

と
し

て

の
資
質

に

ま

で
言

及

し

な

が

ら

考

察

が

進

め

ら

れ

て

い

く
。

し

た
が

っ
て
本
書

の
性
格

と

し

て
は
、

三

中

井

百

貨

店

や
中

江

一
族

に
関

す

る
歴

史

的

エ

ッ
セ

イ
と

い
う
側

面

と
、
経

営
学

の
視

点

か

ら
分
析

さ

れ

た
戦
前

の
百

貨
店
経

営

に
関

す

る

論

考

と

い
う
側

面

を
合

わ
せ
も

つ
も

の
に
な

っ

て
お

り
、

そ

こ
が
ま

た
本
書

の
お
も

し

ろ

い
と

こ
ろ

で
も

あ

る
。

で
は
、
本

書

の
中
身

を

み

て

い
く

こ
と

に
す

る
。
ま
ず

第

一
章

で
は
、

三
中
井

百
貨

店

の
創

業
者

で
あ

る
中
江

四
兄

弟

に

つ

い
て
の
紹
介

か

ら
始

ま

っ
て

い
る
。

こ

の
四
兄
弟

と

は
、
長

男

中

江
勝
治

郎

、
次

男
西

村
久

次
郎

(西

村
家

の

養

子

に

な

っ
た

)
、

三

男
富

十

郎

、

そ

れ

に
五

男

の
準
五

郎

で
あ

り
、
出

生
地

は
全

員

現
在

の

滋
賀

県
神

崎

郡
五
箇

荘

町
金
堂

で
あ

る
。
彼

ら

が

「近
江

商

人
」

と

い
わ
れ

る
由
縁

も

こ
こ
に

あ

る
。
ち

な

み

に
、

こ
の
金
堂

の
本

宅

は
、

そ

の
後

三
中

井

の
総
本

部
と

し

て
、
最

高
経

営
責

任

者

と
な

っ
た
長
男

勝
治
郎

が

采
配

を

ふ

る
う

拠

点

と
な

る
。

こ

の
中

江
家

は
代

々
呉
服

・
小
間
物

商

を
営

ん

で
お
り

、
後

に
朝
鮮

進
出

と

い
う

重
大

決

心

を
す

る

こ
と

に
な

る
富

十
郎

も

ま
た

、
持

下

り

商

い
を

す

る

単

な

る

一
商

人

に
過

ぎ

な

か

っ
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た
。

も

ち

ろ

ん
、
彼

ら

が
朝

鮮

に

進

出

し

た

き

っ
か
け

に
は
、

日
本

政
府

に
よ

る
日
本

人
商

人

の
移

民
奨

励
政
策

と

い
う
時

代

背

景

が
あ

っ

た
。
本

書

で

は
こ

の
点

に

つ
い

て

も
、
統

計
資

料

を

も
と

に
詳

し
く
検
証

し

て

い

る
。

四

兄
弟

が

最
初

に
進

出

し

た

の

は
南

部

の

テ

グ

町

・
大
邸

で
あ

り
、
そ

こ

で
勝

治

郎

と
富

十
郎

が
中

心

に
な

っ
て

一
九
〇

五
年

に
小

間
物

・
雑

貨

商

「
三
中
井
商

店
」

を
開
業

し

た

の
が
始

ま

り

で
あ

る
。

こ

の
店

は
後

に

「
三

中

井

呉

服

店

」
と
改

名

し
、

そ

の
後

、

一
九

二

年

に
政

ハ
ン
ソ
ン

治

・
経

済

の
中

心
地

で
あ

る
漢

城

(
後

の
京

城

)

に
本

店

を

構

え

る

よ

う

に

な

っ
て

か

ら

も

、

し
ば

ら

く
は

こ
の
名

前

で
商

売

を
続

け

た

と

い
う
。

こ
の
当
時

の
漢

城

に

は
、

三
越

、
平

田
百

貨
店

、
丁

子
屋

と

い

っ
た
、

同

じ
く

日
本

人
経

営

の
呉

服
店

が
存
在

し

、

三
中
井

は

こ
う

し

た

ラ
イ

バ
ル
た
ち

と
激

し

く
顧
客

競

争

を
繰

り

広
げ

る

こ
と

に
な

る

の
だ

が
、

そ

の
経

営
状

態

は
き

わ

め

て
順

風

満
帆

で

あ

っ
た

と

い

え

る
。

そ
れ
を

証
明
す

る
か

の
よ

う

に
、

三
中

井

ウ
ォ
ン
サ
ン

ブ

サ

ン

ビ
ョ
ン
ヤ
ン

は
そ

の
後
、

元

山

、
釜
山

、

平

壌

と

い

っ
た

都

市

に
、
次

々
と
支
店

を
開

設

し

て

い

っ
た
。

た

だ
、

こ
こ
で

一
つ
著
者

自
身

が

問
題

化

し

て

い
る

こ
と

が
あ

る
。

そ
れ

は
、

た
と

え
経

営

状

態

が
良
好

で
あ

っ
た

に
し

ろ
、

三
中
井

が
本

格

的

に
百
貨
店

化

さ
れ

る

の
は

一
九

三

三
年

に

な

っ
て
か
ら

の
こ
と

で
あ
り

、

こ
れ

は
他

の
ラ

イ
バ

ル
店

と
比

較

す

る
と
、

あ
ま

り

に
も
遅

す

ぎ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ

の
理
由

を
、
著

者

は
次

の
よ
う

に
考

え

て

い
る
。

理
由

は
情

報
収

集

の
ス
ピ
ー

ド
と
情

報

分

析
能

力

の
差

、

で
あ

る
と
考

え

ら
れ

る
。

三
中

井

は
当
時

、
全

精

力
を
朝

鮮

に
注

ぎ

込

ん

で

い
た

に
も

か
か

わ

ら
ず

、

最

も
機

を

見

る
に
敏

な
富
十

郎

が
朝
鮮

で

の
呉
服

店

ビ
ジ

ネ

ス
拡

大

に
熱

中

し
、
的

確

な
判

断

力
を
持

っ
た
勝

治
郎

は
地

方

の
金
堂

で

富

十

郎

の
経

営

支

援

に
忙

殺

さ

れ

て

い

た

。

つ
ま
り

今

で
言
う
組

織

的

な
市

場
調

査

能

力

に
欠

け

て

い
た

の
で

あ

る
。

(五

〇
頁

)

つ
ま

り
、

そ
れ

ぞ

れ

の
人
物

が
当
地

と

日
本

内

地

の
滋
賀
県

金
堂

と

で
異

な

る
役
割

分
担

を

担

っ
て
お
り

、
そ

の
間

の
情

報
伝

達

や
、
経

営

方
針

を

め
ぐ

る
話

し
合

い
が
う

ま
く
行

わ

れ

な

か

っ
た
か

ら
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

さ

て
、

何

は
と

も

あ

れ

三
中

井

呉

服

店

は

「
三

中

井

百

貨

店

」

と

し

て
再

ス

タ

ー

ト

を

切

っ
た

わ
け

だ
が
、

そ

の
前

に
、

百
貨
店

化

の

直
接

的

な
き

っ
か

け
と

し

て
、
勝

治
郎

の
ア
メ

リ
カ
視
察

旅
行

が

あ

っ
た
と

い
う

。
本
書

で
は

第

二
章

に
、

そ

の
様

子

が
本

人

の
日
記

を
も

と

に
詳

細

に
再

現
さ

れ

て

い
る
。
出

発

は

一
九

二

四
年

六

月

一
〇
日

、
帰

国

は
同
年

九
月

一
五

日

で
あ

る
。

勝

治
郎

は

こ
の
旅

行

で
、

ア
メ
リ

カ
西
海

岸

か
ら
東
海

岸

ま

で

の
主

要
都

市

の
ほ
と
ん

ど
を

み

て
ま

わ
り

、

ア

メ
リ
カ
社

会

の
豊

か
さ

や
力

強

さ

に
文

字

通

り
衝

撃

を

受

け

る

こ
と

に
な

る
。
そ

し

て
当
地

の
百

貨
店

に
お
け

る
商

品
陳

列

方
法

や

「
顧
客

第

一
志
向

」

を
学

び
と

り
、

百
貨

店

サ

ー
ビ

ス

の
何

た

る

か
を
十

分

に
理
解

し
た
。

た
だ

、

こ

の
時

期

の
ア

メ
リ
カ
国
内

に

は
、
排

日
土

地
法

(
一
九

二
〇

年
)

や
新

移
民

法

(
一
九

二
四
年

)

な
ど

に
代

表

さ
れ

る
日
本

人
移
民

に
対

す

る
差
別

が
横
行

し
て

い
た

の
で

あ

り
、

そ

れ

を

目

の
当

た

り

に

し

た
勝

治

郎

は
、

「国
家

が
強

く
な

け

れ

ば

そ

の
国

民

は
不

幸

に
な

る
」
と

思

い
定

め

る

に
い
た

る
。

そ
し

て
、

こ
の

こ
と

が

き

っ
か
け

と

な
り
、

勝
治
郎

は

三
中

井

の
発

展

が
日
本

と

い
う
国
家

と
不

可
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分

の
関
係

を
も

つ
と

い
う
、

い
わ

ゆ
る

「産
業

報

国
」

の
信

念
を
確

立

し

た

の
で
あ

り
、

そ

の

後

三
中
井

は
、
朝
鮮

総
督

府

の
政

策
等

を
積
極

的

に
支
持

し
な

が
ら
、

そ

の

「御

用
商

人

」

と

し

て
飛
躍
的

な
発
展

を

と
げ

る

こ
と

に

な

る

の

で
あ
る
。

で
は
、

三
中

井
百

貨
店

の
営
業

・
経
営

実
態

と

は
ど

の
よ
う
な

も

の
だ

っ
た

の
だ

ろ

う
か
。

本
書

の
第
三
章

に
、

当
時

の
そ

の
様

子

が
描

か

れ

て

い
る
。

な

か

で
も

興
味
深

い

の
は
、
社

員

の
管

理

方

法

で
あ

る
。

ま
ず
、

社

員

の
態
度

や

行
動

の
指

針

と
し

て

『
憲

則

』

(俗

に

「
三
中

井

精

神

」

と
も

い
わ
れ

る
)

を
設

け

、
と

り
あ

え
ず

日
本

人
社

員
全
員

を

「商

戦

士

」
と

し

た
う

え

で
、

そ
れ

ぞ
れ

の
役

職
名

が

す

べ
て
軍
隊

の
階

級

で

呼

ば

れ

て
い
る

こ
と

で
あ

る

(朝

鮮

人
社

員

は

一
律

「準
商

戦

士

」

と

呼

ば

れ

た

ら

し

い
)
。

例

え

ば
、
社

長

は

「商

戦

士

元

帥

」
、

そ

の
下

に

「
商

戦
士

大

将

」
、

「
商

戦

士

大

佐

」

と
続

き

、

一
番

下
が

「商

戦
士

二
等

兵
」

と

な

っ
て

い

る
。

こ
の

あ

た

り

に

も

、

勝

治

郎

の
抱

く

「産

業

報
国

」

の
信

念

が

垣

間
見

ら
れ

る
と

い

え

る
。

一
九

三
五
年

の
時

点

に

お

い

て
、

全
朝
鮮

お

よ
び

満
州

の
新

京

な

ど
に

あ
わ

せ

て
十
数
店

舗

の
店

を
構

え

、
百
貨

店

業
界

の
ト

ッ
プ

に
躍

り

出

た
三
中

井

グ

ル
ー
プ

で
あ

っ
た

が
、
経
営

の

中

心
と

な

っ
た

の
は
、

や

は
り
売

り

上
げ
額

に

お

い

て
最

大

規

模

を
誇

る
京

城

本

店

で
あ

っ

た
。

こ
れ
ら

の
店

は
す

べ
て
無
線

に
よ

っ
て
結

ば

れ

て

い
た
。

市
外

電
話

も

ま

ま
な

ら
な

い

こ

の
時

代

に
、

こ
う

し
た
画

期

的

な

シ
ス

テ
ム
に

よ

っ
て
経

営

管

理

が

な

さ

れ

て

い

た

の

は
、

「朝

鮮

軍

や
関

東

軍

を

見
習

っ
た

」

た

め

で
あ

る
と
著

者

は
指

摘

す

る
。

そ

の
上

で
、

さ
ら

に

次

の
よ

う

に
述

べ
る
。

い

つ
の
時

代

で
も
経

営

戦
略

の
決
定

に
必

要

な

も

の
は
、

情

報

の
中

身

と

そ

の
精

度

、

ス
ピ
ー

ド
、

そ
し

て
戦

略
意

思
決
定

へ
の
有

用
度

で
あ

る
。

三
中

井

が
無

線

に

よ

っ
て
競

合
他

社

よ
り
逸

早

く
情
報

を
得

ら

れ
る

こ
と

の
戦
略

的

な
優
位

性

は
、
計

り
知

れ

な

い
く

ら

い
大

き

か

っ
た
。

(九

三
頁

)

ま
た
、

三
中
井

百
貨

店

の
最

大

の
強

み
は
、

日
本
商

品

の
品
揃

え

の
豊
富

さ

に
あ

っ
た

と

い

う
。
無

線

に

よ
る
経

営
管

理
と

、

お
も

に
京

都

か

ら
送

ら
れ

て
く

る
大

量

の
呉
服

な
ど

最
新

の

流

行

フ

ァ
ッ
シ

ョ
ン
に
よ

っ
て
、

三
中
井

は
常

に
日
本

人

や
朝

鮮

人

の
顧
客

に
最
高

の
商

品

と

サ
ー

ビ

ス
を
提

供

し
続

け

て
き
た

の
で
あ

る
。

そ

の
他

、
富

十

郎

や
勝
治

郎

の
積
極

的

な
軍

や

官

と

の
交
際

に

よ

り
、

「
御

用
商

人

」

と

し

て

の
地

位

も

ま

す

ま

す

磐

石

な

も

の

に

な

っ
て

い

っ
た
。

つ
ま

り
、

三
中

井

は
名

実

と

も

に

「百

貨
店

王
」

と

な

っ
た

の

で
あ

る
。

第

四
章

で
は
、

朝
鮮

人
社

会

の
日
本

適
応

化

に

つ
い

て
分

析

し

て

い

る
。

こ

の
部

分

は
、

や

は

り

ど

う

し

て

も
植

民
統

治

に

よ

る
民

族

的

「同
化

」

の
概

念

が
と
も

な

う
た

め
、
著

者

も

よ
り
慎

重

に
論

述

を
展
開

し

て

い
る
と

い
え

る
。例

え

ば

著

者

は
、

日

本

の
植

民

統

治

下

に

あ

っ
た

朝

鮮

の

「社

会

・
精

神

文

化

」

は
、

「朝

鮮

社

会

固

有

の
歴

史

背

景

や

価

値

観

の

べ
ー

ス
の
上

に
、

日
本

が
持

ち
込

ん
だ

政
治

・

経

済

・
社
会

・
文
化

の
仕

組

み
を
受

容

す

る
プ

ロ
セ

ス
で
、
朝

鮮
人

特
有

の
も

の
に
形
成

さ
れ

て

い

っ
た

」

も

の

で
あ

る

こ
と

を

確

認

し

つ

つ
、

「適
応

化

」

に

つ
い

て
も
次

の
よ

う

に
述

べ

て
い

る
。
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こ
こ
で
言

う

「日
本

人

適
応

化

」

と

は
、

朝
鮮

人

が

文

化

融

合

・
同

化

(
ア

シ

ミ

レ
ー

シ

ョ

ン
)

し

て

「
日
本

人

と

同

じ
に

な

っ
た
」

と

い
う

こ
と

で
は

な
く

、
日
本

人
が

明
治

以
降

「
日
本

人
性

」

を

保
ち

な

が

ら

「
近

代

化

11
欧

米

人

適

応

化

」

し

た
、

つ
ま

り
、

「
文

化

変

容

・
適

応

(
ア

カ

ル
チ

ュ
レ
ー

シ

ョ

ン
)

し
た

」
経

緯

を

ふ
ま

え
た
概

念

で
あ

る
。
朝

鮮

人

は

「朝

鮮
人
性

」

を
保

ち

な

が
ら

「近

代
化

11
日

本

人
適

応

化

」

(
ア

カ

ル
チ

ュ
レ
ー

シ

ョ

ン
)

し

て

い

っ
た

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

(
=
二
八
頁

)

こ
う
し
た
見

方

に

は
当
然

被
統

治

者
側

か

ら

の
反
論

も
あ
り

、
本

書

で

も
公
平

に
そ

の

い
く

つ
か

を
と
り
あ
げ

て
紹

介

し

て

い
る

の
だ
が
、

三
中
井

や
三
越

な

ど

の
日
本

人
経

営

の
百

貨
店

が

こ
れ
ほ
ど

ま

で
に
繁
盛

し
た
背

景

に

は
、

や

は
り

「消
費
文

化
」

を

媒
介

に
し
た

朝
鮮

人

の

日
本

人
適
応
化

が
、

当

時

か
な

り

の
程
度

進

ん

で

い
た
と

み
る

の
が
妥

当

で
あ

る
。

第

五
、
六
章

そ

れ

に
最
終

章

に
お

い
て
は
、

お
も
に
三
中
井

グ

ル
ー
プ

の
最

後

に

つ
い

て
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

一
九

四

五
年

、
日
本

の
敗
戦

に
よ
り
朝

鮮

に
対

す

る
植

民

統
治

も
終
焉

を

む

か

え
、

そ
れ

に
と

も
な

い
三
中

井

も

い

っ
さ

い

の
財

産

が
接
収

さ

れ
、

あ

ら
ゆ

る
企

業
活

動
を

も
放

棄

し
、
事

実
上

の
倒

産

(と

い
う

よ
り
解

散

も
し

く
は
消

滅

)
と

な

る
。

こ

の
時
経

営
者

の
地

位

に

い
た

の
が
、

四
代

目
勝

治
郎

(日
本

の
敗

戦

ま

で
に
創
業

者

四
兄
弟

は
す

で
に
全
員

死
亡

し

て

い
る
)

で
あ

り
、
著

者

に

よ
る
と

こ

の
人

物

は
、

そ

の
前

年

に

は
す

で
に
日
本

の
敗

戦

を
予
知

し

て

い
た

に
も

か
か

わ
ら
ず
何

の
対

策

も
せ
ず

、
逆

に
次

々
と
経

営
拡

大
路
線

を
打

ち
出

し

て

い
た
よ

う

で
あ

る
。

そ

し

て
、

こ
れ

は
も

っ
と

も
著

者

が
嘆

い

て

い

る

こ
と

で

あ

る

が
、

四
代

目
勝

治
郎

は

余

っ
た

財

産

の

ほ

と

ん

ど

を
浪

費

し

て

し

ま

い
、

三
越

の
よ
う

に
戦

後

に
な

っ
て
店

を
再
建

す

る
よ

う
な
意

思

も
ま

っ
た
く
示

さ

な
か

っ
た

と

い
う
。

そ

の
そ

っ
け

な

さ

は
、

他

の
社
員

た

ち

も
同
様

で
あ

っ
た
。

か

く
し

て
三
中

井
百
貨

店

は
、

人

々

の
記

憶

と

と

も

に
、

ひ

と

つ

の

「
幻
」

と

し

て
永

遠

に

歴
史

の
な

か

に
葬

り
去

ら

れ
る

こ
と

に
な

る
。

本
書

の
執

筆

と

は
し
た

が

っ
て
、

そ

ん
な

「幻

」

と
な

っ
て
し
ま

っ
た

も

の
に
、

再
び

魂

を
吹

き

込
ん

で
生

き
返

ら
せ

る
作

業

だ

っ
た

の

で
は
な

い
か
と

思
う

。

本

稿

の
最
初

に
も
述

べ
た

通
り

、
本

書

の
叙

述

に

は
歴

史
的

視

点

や
伝
記

的
視
点

、

さ

ら

に

は
経

営
学

的
視

点

な

ど
が
複

数
並
存

し
、

そ
れ

が

う
ま

く
絡

み
合

っ
て

一
冊

の
本

に
な

っ
て

い

る

と

い
う
印
象

を
受

け

る
。

こ
の
よ

う
な
複

雑

な

構

造

を

可

能

に

し

て

い
る

の
は

他

で
も

な

い
、

中

江

一
族

と

い
う

「人

間
」

を

そ

の
中

心

に
す
え

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。
著

者

は
本
書

の

「あ

と

が
き
」

の
な

か

で
、

「事
業

と

は
、

そ
れ

に
携

わ

っ
た

人

々

の
人
生

ド

ラ

マ
の
集

積

で
あ

り

、
そ

れ
を

企
業

の
目
的

に
沿

っ
て
戦

略
的

に

統
合

し
た
生

命
体

の
よ
う

な
も

の

で
あ

る
」
と

述

べ
て

い
る
。

三
中
井

百
貨

店

の
消
滅

と

い
う

結
末

に
お

い

て
読

者

が
必
ず

感

じ

る

で
あ

ろ

う

一
抹

の
寂

し
さ

や
悲

し

さ
と

は

つ
ま

り
、

そ

の

よ
う
な

「生

命
体

」

の
死

に
ま

つ
わ
る
も

の
で

あ

る

と

い
え

る
。

そ

う

い
う

意

味

に

お

い
て

も

、
本

書

は
十

分

に
著
者

自
身

の
思

想

・
哲
学

を
読
者

に
伝

え

る

こ
と

に
成
功

し

て

い
る
と

い

え
る

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

書評 林廣茂著 幻の三中井百貨店371


