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本
書
は
、
植
民
地
朝
鮮
の
文
学
作
品
や
作
家
の
立
ち
位
置
を
中
心
に
見
な

が
ら
、
当
時
の
朝
鮮
と
帝
国
日
本
が
か
わ
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の

「
親
密
な
」（intim

ate

）
文
化
接
触
と
、
戦
後
／
解
放
後
に
お
け
る
そ
の
ポ
ス

ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
的
な
消
去
＝
忘
却
に
つ
い
て
、
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
︒

一
九
四
五
年
の
帝
国
日
本
の
崩
壊
は
、
同
時
に
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
新

た
な
冷
戦
権
力
の
勃
興
を
促
し
た
が
、
一
方
で
、
日
本
や
朝
鮮
半
島
に
そ
の

後
形
成
さ
れ
る
国
民
国
家
的
な
歴
史
観
は
、
こ
れ
ら
の
、
か
つ
て
遍
在
し
た
、

し
か
し
議
論
の
余
地
が
き
わ
め
て
多
い
、
帝
国
時
代
の
文
化
の
相
互
作
用
の

記
憶
を
巧
妙
に
抹
消
し
て
い
っ
た
︒
著
者
の
ナ
ヨ
ン
・
エ
イ
ミ
ー
・
ク
ォ
ン

（N
ayoung A

im
ee K

w
on

）
は
、
そ
の
よ
う
に
か
つ
て
共
有
さ
れ
、
そ
し
て
後
に

否
認
さ
れ
て
い
っ
た
帝
国
の
遭
遇
や
相
互
作
用
、
そ
し
て
い
ま
だ
競
合
す
る

記
憶
の
遺
産
が
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
帝
国
的
文
化
統
合
の
複
製
と
再
生
産

を
促
し
て
い
る
こ
と
を
見
事
に
指
摘
す
る
︒

　
著
者
は
、
現
在
、
米
・
デ
ュ
ー
ク
大
学
ア
ジ
ア
・
中
東
学
部
の
准
教
授
で
、

特
に
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
文
学
や
映
画
、
女
性
表
象
や
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
イ

メ
ー
ジ
が
、
み
ず
か
ら
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
（
民
族
性
）
を
保
護
し
た
ま
ま
、

い
か
に
帝
国
の
文
化
統
合
に
寄
与
し
、
ま
た
そ
れ
が
解
放
後
の
韓
国
に
お
け

る
国
民
主
義
の
形
成
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
中
心
に
、
実
に
示
唆
的

な
研
究
を
数
多
く
進
め
て
い
る
︒

　
本
書
の
各
章
の
タ
イ
ト
ル
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

　
　1 . C

olonial M
odernity and the C

onundrum
 of R

epresentation

書
評ナ

ヨ
ン
・
エ
イ
ミ
ー
・
ク
ォ
ン

『  

親
密
な
帝
国
―
―
朝
鮮
・
日
本
に
お
け
る
文
化
協
力
と 

植
民
主
義
的
モ
ダ
ニ
テ
ィ
』

N
ayoung A

im
ee K

w
on, Intim

ate Em
pire: C

ollaboration and C
olonial M

odernity in 
K

orea and Japan. D
urham

: D
uke U

niversity Press, 2015

渡
辺
直
紀
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　2 . Translating K

orean Literature
　
　3 . A

 M
inor W

riter
　
　4 . Into the Light

　
　5 . C

olonial A
bject

　
　6 . Perform

ing C
olonial K

itsch

　
　7 . O

verhearing Transcolonial R
oundtables

　
　8 . Turning Local

　
　9 . Forgetting M

anchurian M
em

ories

　
　10 . Paradox of Postcoloniality

　
こ
の
う
ち
、
第
一
章
と
第
二
章
は
、
朝
鮮
の
近
代
小
説
の
嚆
矢
と
さ
れ
る

長
篇
﹃
無
情
』（
一
九
一
七
）
を
書
い
た
小
説
家
・
李イ

光
グ
ァ
ン

洙ス

が
、
日
本
留
学

時
に
残
し
た
啓
蒙
的
な
文
章
や
、
植
民
地
末
期
に
書
い
た
対
日
協
力
的
な
時

論
を
検
討
し
て
い
る
︒
著
者
は
そ
こ
で
、
そ
の
使
用
言
語
（
朝
鮮
語
か
日
本
語

か
、
あ
る
い
は
朝
鮮
語
で
も
ど
の
よ
う
な
文
体
を
使
用
し
た
か
）
や
ア
ド
レ
ス
の

多
様
性
（
誰
に
向
か
っ
て
書
い
た
か
）
に
つ
い
て
検
討
し
な
が
ら
、
植
民
地
下

の
作
家
が
背
負
っ
た
、
表
象
行
為
の
困
難
性
（the C

onundrum
 of R

epresen-

tation

）
に
つ
い
て
指
摘
す
る
︒
ま
た
、
第
三
章
か
ら
第
七
章
ま
で
は
、
金
史

良
や
張
赫
宙
な
ど
、
主
と
し
て
帝
国
日
本
の
東
京
文
壇
で
、
あ
る
い
は
植
民

地
朝
鮮
の
京
城
文
壇
で
、
日
本
語
と
朝
鮮
語
を
そ
れ
ぞ
れ
に
駆
使
し
な
が
ら

文
学
活
動
を
お
こ
な
っ
た
作
家
の
立
ち
位
置
や
ア
ド
レ
ス
の
問
題
を
検
討
し

て
い
る
︒
そ
し
て
、
第
八
章
と
第
九
章
で
は
、
当
時
、
植
民
地
朝
鮮
の
文
壇

で
話
題
と
な
っ
た
、
文
学
上
の
「
地
方
主
義
」
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
な

が
ら
、
植
民
地
朝
鮮
の
さ
ら
に
「
辺
境
」
や
「
地
方
」
の
空
間
と
し
て
機
能

し
た
「
間
島
」（
満
州
国
東
部
、
現
在
の
延
辺
）
に
お
い
て
、
朝
鮮
語
女
性
作
家

と
し
て
活
躍
し
た
姜
敬
愛
の
文
学
活
動
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
︒
そ
し
て

最
後
に
第
十
章
で
、
あ
ら
た
め
て
李
光
洙
や
張
赫
宙
ら
に
よ
る
日
本
語
創
作

に
つ
い
て
触
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
評
価
や
研
究
が
、
戦
後
／
解
放

後
の
韓
国
に
お
い
て
、
か
つ
て
の
帝
国
の
言
語
で
あ
っ
た
日
本
語
が
後
景
化

し
て
い
く
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
ず
れ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
指
摘

し
て
い
る
︒
全
十
章
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
著
者
が
二
〇
〇
七
年
に
Ｕ
Ｃ

Ｌ
Ａ
に
提
出
し
た
博
士
学
位
論
文
﹃
翻
訳
さ
れ
た
遭
遇
と
帝
国
―
―
植
民
地

朝
鮮
と
亡
命
の
文
学
』（Translated Encounters and Em

pire: C
olonial K

orea and 

the Literature of Exile

）
を
も
と
に
し
て
い
る
が
、
本
書
で
の
議
論
の
質
と
量
は
、

こ
の
論
文
の
そ
れ
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
る
︒

　
著
者
は
、
本
書
の
全
般
に
わ
た
っ
て
、
主
と
し
て
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る

日
本
語
文
学
創
作
に
つ
い
て
扱
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
対
日
協
力
で
あ
る
か
ど

う
か
と
単
純
に
二
分
法
的
に
評
価
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
や
作
品
が
創
作

さ
れ
、
発
話
さ
れ
る
場
や
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
問
題
を
軸
に
、
作
家
に
お
け
る
主

体
や
欲
望
の
問
題
や
、
帝
国
に
お
け
る
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
力
学
の
問
題

を
扱
っ
て
い
る
︒
著
者
が
こ
こ
で
扱
っ
て
い
る
作
家
の
う
ち
、
李
光
洙
は
主

と
し
て
朝
鮮
語
で
創
作
し
た
の
で
、
朝
鮮
の
文
学
お
よ
び
文
学
史
研
究
に
お
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い
て
評
価
さ
れ
、
金
史
良
や
張
赫
宙
は
主
と
し
て
日
本
語
で
創
作
活
動
を
お

こ
な
っ
た
の
で
、
日
本
の
文
学
お
よ
び
文
学
史
研
究
に
お
い
て
評
価
さ
れ
て

き
た
︒
だ
が
、
従
来
の
研
究
で
、
李
光
洙
は
、
明
ら
か
に
植
民
地
朝
鮮
に
お

い
て
最
も
卓
越
し
た
能
力
を
発
揮
し
た
作
家
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
対
日
協
力
の
「
優
秀
さ
」
の
た
め
に
、
解
放
後
の
韓
国
の
文
学
研
究
で

は
か
な
り
微
妙
な
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
（
北
朝
鮮
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
李

光
洙
の
後
期
の
文
学
活
動
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
い
る
）︒
ま
た
、
日
本

に
お
け
る
金
史
良
や
張
赫
宙
に
対
す
る
研
究
も
、
張
赫
宙
が
植
民
地
末
期
に

露
骨
に
対
日
協
力
的
な
態
度
を
示
し
、
一
九
四
五
年
の
解
放
後
、
日
本
に
帰

化
し
た
の
に
比
べ
、
金
史
良
は
、
植
民
地
下
に
お
い
て
、
在
日
朝
鮮
人
学
生

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
主
体
の
問
題
を
扱
い
、
解
放
後
、
朝
鮮
戦
争
中
に

北
朝
鮮
の
従
軍
作
家
と
し
て
活
動
中
に
行
方
不
明
に
な
る
な
ど
の
生
涯
を
た

ど
っ
て
お
り
、
そ
の
対
日
協
力
の
在
り
方
に
お
い
て
対
照
的
で
あ
る
た
め
に
、

や
は
り
二
分
法
的
な
評
価
が
さ
れ
て
き
た
︒

　
そ
れ
に
加
え
て
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学
の
問
題

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
筆
者
が
問
題
に
す
る
の
は
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
言
語
の
復
権
、

つ
ま
り
か
つ
て
の
帝
国
の
言
語
と
し
て
の
日
本
語
が
後
景
化
し
、
韓
国
語
が

復
権
し
て
い
く
と
い
う
、
き
わ
め
て
大
き
な
出
来
事
で
あ
る
︒
ま
さ
に
そ
の

た
め
に
、
李
光
洙
を
研
究
す
る
者
（
主
に
韓
国
の
研
究
者
）
は
、
主
と
し
て
韓

国
語
で
書
か
れ
た
彼
の
作
品
を
扱
い
な
が
ら
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
彼
の
作

品
や
評
論
を
例
外
的
な
の
も
の
と
し
て
言
及
す
る
こ
と
で
、
そ
の
両
者
を
結

ぶ
線
や
力
学
を
見
出
せ
ず
に
い
た
︒
ま
た
、
金
史
良
や
張
赫
宙
に
対
す
る
研

究
も
、
彼
ら
が
残
し
た
も
の
が
主
と
し
て
日
本
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
研
究
も
日
本
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
主
と
し
て

行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
、
日
本
語
で
形
成
さ
れ
た
彼
ら

の
自
我
や
主
体
意
識
に
言
及
す
る
だ
け
で
、
帝
国
と
植
民
地
の
狭
間
に
生
き

た
知
識
人
と
し
て
の
よ
り
複
雑
な
心
的
機
制
を
分
析
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も

不
充
分
で
あ
っ
た
︒

　
著
者
に
よ
る
今
回
の
こ
の
研
究
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
問
題
を
克
服
す

る
た
め
に
書
か
れ
た
と
言
え
る
︒
つ
ま
り
、
著
者
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
李
光

洙
は
対
日
協
力
的
な
態
度
を
鮮
明
に
し
た
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
だ
け
で

は
な
く
、
文
学
的
経
歴
の
最
初
期
で
あ
る
一
九
一
〇
年
代
後
半
か
ら
最
後
ま

で
、
そ
の
「
啓
蒙
主
義
的
」
な
立
場
を
放
棄
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
（
第
一
章
、
第
二
章
、
第
十
章
）︒
李
光
洙
が
終
始
一
貫
主
張
し
た
の
は
朝
鮮

民
族
の
富
強
の
問
題
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
ま
ず
直
接
的
な
力
や
軍
事
に
訴
え

る
も
の
で
は
な
く
、
将
来
の
独
立
朝
鮮
を
担
う
朝
鮮
民
族
の
精
神
の
強
靭
さ

を
訴
え
る
も
の
だ
っ
た
︒
そ
し
て
、
そ
の
民
族
の
将
来
の
た
め
に
、
ア
イ
ロ

ニ
カ
ル
で
は
あ
る
が
、
彼
は
と
き
に
手
段
を
選
ば
ず
に
対
日
協
力
の
道
を
選

ん
だ
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
、
主
と
し
て
日
本
語
で
創
作
活
動
を
展
開
し
た
金

史
良
や
張
赫
宙
も
、
著
者
の
説
明
に
よ
れ
ば
（
第
三
章
〜
第
六
章
）、
決
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
作
品
の
テ
ー
マ
か
ら
作
家
の
姿
勢
や
能
力
を
二
分
法
的
に

評
価
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
帝
国
と
植
民
地
の
狭
間
に
立
つ
表
現
者
と
し
て
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の
主
体
性
を
そ
れ
ぞ
れ
に
示
し
た
点
を
評
価
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
た
︒

　
ま
た
、
著
者
は
本
書
の
な
か
で
、
植
民
地
朝
鮮
の
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
に
見
ら

れ
る
座
談
会
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
問
題
や
（
第
七
章
）、
一
九
三
〇
年
代
後
半
の

日
本
で
起
こ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
朝
鮮
ブ
ー
ム
」
の
問
題
点
（
第
八
章
）、
ま

た
、
間
島
（
満
州
国
東
部
）
で
、
女
性
と
し
て
、
ま
た
社
会
主
義
志
向
の
作
品

を
書
き
続
け
た
姜
敬
愛
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
問
題
点
な
ど
も
（
第
九
章
）、

同
時
に
検
討
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
問
題
を
扱
う
際
に
お
い
て
も
、
著
者
の

方
法
論
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
日
本
や
韓
国
、
ど
ち
ら
か
の
民
族

主
義
的
な
価
値
判
断
か
ら
は
距
離
を
お
き
な
が
ら
、
単
純
に
主
体
と
他
者
の

関
係
を
加
害
と
被
害
の
問
題
に
お
き
か
え
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
者
が
、
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
方
法
を
戦
略
的
に
選
び
取
っ
た
結
果
で
あ
る
と
結
論
づ
け

る
こ
と
で
あ
る
︒
特
に
座
談
会
や
「
朝
鮮
ブ
ー
ム
」
の
問
題
は
、
帝
国
と
植

民
地
と
い
う
支
配
／
被
支
配
に
加
え
て
、
二
重
言
語
状
況
を
ど
の
よ
う
に
考

え
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
検
討
結
果
は
大
き
く
異
な
る
が
、
著
者
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
表
現
者
の
表
現
内
容
を
、
単
に
意
味
内
容
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は

な
く
、
ど
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
そ
の
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
る
の

か
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
や
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
強
調
す

る
︒

　
こ
の
よ
う
に
著
者
は
、
韓
国
と
日
本
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
圏
で
形
成
さ
れ

て
き
た
、
文
学
研
究
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
言
説
に
対
し
て
、
そ
の
言
語
の

壁
を
克
服
し
、
ま
た
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
帝
国
と
植
民
地
の
狭
間
に
立
っ

た
知
識
人
の
主
体
や
欲
望
の
問
題
を
、
理
論
的
に
説
明
し
た
研
究
者
の
一
人

で
あ
る
と
い
え
る
︒
さ
ま
ざ
ま
な
テ
キ
ス
ト
や
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
し
説

明
す
る
際
に
、
著
者
は
と
き
に
膨
大
な
批
評
理
論
を
動
員
す
る
︒
そ
の
よ
う

な
態
度
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
や
や
過
剰
に
見
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
過
剰

も
、
冷
静
に
み
れ
ば
、
本
書
が
扱
っ
て
い
る
問
題
が
、
ど
の
よ
う
な
射
程
の

も
と
で
扱
わ
れ
解
決
さ
れ
る
べ
き
か
を
示
す
指
標
に
な
っ
て
い
る
と
も
考
え

ら
れ
る
︒
そ
の
よ
う
な
点
で
、
本
書
で
行
わ
れ
て
い
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究

対
象
に
対
す
る
、
著
者
の
理
論
的
な
説
明
と
、
そ
の
た
め
に
著
者
が
お
こ

な
っ
て
い
る
、
歴
史
的
ア
ー
カ
イ
ブ
の
整
理
作
業
は
、
と
も
に
こ
の
分
野
の

後
続
世
代
の
研
究
者
の
研
究
に
大
き
く
貢
献
す
る
で
あ
ろ
う
︒


