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書
評

　
本
書
﹃
朴パ
ク

正チ
ョ
ン

煕ヒ

と
近
代
朝
鮮
︱
︱
軍
国
主
義
の
起
源
一
八
六
六
︱

一
九
四
五
年
﹄
の
著
者
カ
ー
タ
ー
・
エ
ッ
カ
ー
ト
は
︑
一
九
九
一
年
の
著
作（

1
）

に
お
い
て
︑
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
朝
鮮
人
資
本
家
の
成
長
を
論
じ
る
こ

と
で
い
わ
ゆ
る
植
民
地
収
奪
論
に
異
議
を
唱
え
︑
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
︒

そ
の
エ
ッ
カ
ー
ト
が
︑
今
度
は
︑
朴
正
煕
（
一
九
一
七
～
七
九
年
）
の
伝
記
を

書
く
と
い
う
︒
大
韓
民
国
歴
代
大
統
領
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
毀き

誉よ

褒ほ
う

貶へ
ん

が

激
し
い
と
さ
れ
る
朴
正
煕
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
重
要
な
伝
記
的
研
究
が
い

く
つ
か
出
て
い
る（

2
）

︒
本
書
が
そ
こ
に
い
か
な
る
新
た
な
洞
察
を
加
え
る
の
か
︑

東
ア
ジ
ア
の
近
現
代
史
研
究
に
関
わ
る
研
究
者
に
と
っ
て
︑
大
い
に
気
に
か

か
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒（
な
お
︑
以
下
で
は
﹁
満
州
（
国
）﹂
の
カ
ッ
コ
は

省
略
し
た
︒）

　
以
下
︑
本
書
の
内
容
を
追
っ
て
い
こ
う
︒
序
章
で
は
︑
朴
正
煕
政
権

（
一
九
六
一
年
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
国
家
再
建
最
高
会
議
議
長
に
就
任
︑

一
九
六
三
～
七
九
年
大
統
領
）
の
も
と
で
の
韓
国
近
代
化
の
雛
形
は
︑
朴
正
煕

が
一
九
四
〇
年
代
︑
満
洲
国
陸
軍
軍
官
学
校
と
日
本
陸
軍
士
官
学
校
に
お
い

て
内
面
化
し
た
軍
隊
生
活
モ
デ
ル
に
あ
っ
た
と
し
て
︑
そ
れ
を
掘
り
下
げ
る

こ
と
を
目
指
す
と
し
て
い
る（

3
）

︒

　
第
一
章
﹁
軍
事
化
の
時
代
︱
︱
戦
争
の
波
﹂
で
は
︑
朝
鮮
に
お
け
る
軍
事

化(m
ilitarization)

に
は
歴
史
的
に
二
つ
の
波
が
あ
っ
た
と
す
る
︒
第
一
の
波

は
︑
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
伝
統
的
に
武

を
文
よ
り
低
く
見
て
い
た
朝
鮮
王
朝
で
は
︑
一
八
六
〇
年
代
以
降
の
洋
擾
に

対
応
し
て
︑
ま
ず
大
院
君
政
権
が
軍
事
改
革
に
着
手
し
た
︒
そ
し
て
︑
大
韓

帝
国
期
︑
高
宗
皇
帝
の
主
導
し
た
軍
備
拡
張
と
近
代
化
が
︑
第
一
の
波
に
お

カ
ー
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ー
・
Ｊ
・
エ
ッ
カ
ー
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け
る
軍
政
改
革
の
頂
点
と
な
っ
た
︒﹁
大
韓
帝
国
軍
は
結
局
の
と
こ
ろ
韓
国
併

合
か
ら
国
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
︑
朝
鮮
王
朝
末
期
の
軍
事
化
の

試
み
と
い
う
︑
よ
り
大
き
な
歴
史
的
意
義
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
﹂（
四
四

頁
）
と
評
価
し
て
い
る
︒

　
第
二
章
﹁
精
神
の
軍
事
化
︱
︱
軍
と
国
家
に
対
す
る
新
し
い
考
え
方
﹂
は
︑

朝
鮮
開
化
派
が
開
港
後
の
早
い
時
期
か
ら
軍
事
制
度
と
国
家
近
代
化
の
連
関

性
を
認
識
し
て
い
た
と
論
じ
︑
兪ユ

吉ギ
ル

濬チ
ュ
ン
と
朴パ
ク

泳ヨ
ン

孝ヒ
ョ

の
事
例
を
取
り
あ
げ
る
︒

日
本
の
侵
略
が
強
ま
る
に
つ
れ
︑
救
国
の
た
め
に
武
を
重
視
す
る
思
想
が
現

れ
た
︒
植
民
地
期
も
︑
一
部
の
朝
鮮
人
エ
リ
ー
ト
が
こ
う
し
た
軍
事
思
想
を

継
承
し
﹁
文
弱
﹂
を
批
判
し
た
︒

　
第
三
章
﹁
軍
事
化
の
場
所
と
人
︱
︱
士
官
学
校
と
士
官
学
校
生
徒
﹂
で
は
︑

朴
正
煕
の
性
格
形
成
に
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
た
と
さ
れ
る
日
本
と
満
洲
国

で
の
士
官
学
校
教
育
に
焦
点
を
当
て
る
︒
著
者
の
枠
組
み
で
は
朝
鮮
軍
事
化

の
﹁
第
二
の
波
﹂
と
さ
れ
る
日
中
戦
争
全
面
化
以
降
の
時
期
に
当
た
る
︒
朴

正
煕
は
︑
一
九
四
〇
年
に
満
洲
国
陸
軍
軍
官
学
校
に
入
学
︑
四
二
年
に
日
本

陸
軍
士
官
学
校
に
編
入
し
四
四
年
に
卒
業
し
た
︒
日
満
の
士
官
学
校
へ
の
朝

鮮
人
入
学
者
は
満
洲
事
変
後
増
加
し
た
が
︑
本
書
は
そ
の
入
学
動
機
を
分
析

し
つ
つ
︑
朝
鮮
人
士
官
学
校
生
徒
・
将
校
を
﹁
親
日
派
﹂
と
見
な
す
従
来
の

議
論
に
は
慎
重
に
距
離
を
お
く
︒
士
官
学
校
に
お
い
て
﹁
日
系
﹂
と
﹁
満

系
﹂
生
徒
の
狭
間
で
曖
昧
な
立
場
に
置
か
れ
た
朝
鮮
人
生
徒
は
︑
概
し
て
日

本
軍
の
価
値
観
を
忠
実
に
身
に
つ
け
た
﹁
ま
じ
め
﹂
な
学
生
と
い
う
位
置
を

占
め
た
︒
と
り
わ
け
朴
正
煕
は
︑
軍
隊
へ
の
あ
こ
が
れ
を
強
く
持
ち
模
範
的

か
つ
情
熱
的
な
生
徒
で
あ
り
︑
こ
の
時
代
の
﹁
朴
正
煕
の
﹁
馬
鹿
真
面
目
﹂

ぶ
り
が
究
極
的
に
は
一
九
六
〇
年
代
・
七
〇
年
代
韓
国
の
近
代
化
志
向
の
国

家
と
社
会
を
形
作
っ
た
﹂（
一
〇
三
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
︒

　
第
四
章
﹁
政
治
と
地
位
︱
︱
特
別
な
志
向
﹂
は
︑
士
官
学
校
教
育
を
通
じ

た
軍
の
特
権
的
意
識
の
形
成
に
つ
い
て
論
ず
る
︒
日
満
の
士
官
学
校
は
い
ず

れ
も
一
般
社
会
と
隔
絶
し
て
い
た
︒
生
徒
は
厳
し
い
身
体
規
律
を
求
め
ら
れ
︑

外
界
の
娯
楽
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
た
︒
他
方
︑
明
治
維
新
か
ら
日
清
・
日
露

戦
争
︑
満
洲
事
変
に
い
た
る
日
本
陸
軍
の
栄
光
の
歴
史
と
の
つ
な
が
り
は
常

に
意
識
さ
せ
ら
れ
︑
戦
史
教
育
や
戦
跡
見
学
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
︒
朝
鮮

人
は
天
皇
を
日
本
人
ほ
ど
神
聖
視
化
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
言
え
︑
士
官
学

校
教
育
は
天
皇
の
股こ

肱こ
う

と
い
う
意
識
を
生
徒
に
扶
植
す
る
役
割
を
は
た
し
た
︒

　
第
五
章
﹁
政
治
と
権
力
︱
︱
唯
一
の
義
務
﹂
は
︑
軍
人
の
政
治
関
与
に
つ

い
て
論
ず
る
︒
一
九
三
〇
年
代
︑
日
本
で
青
年
将
校
が
﹁
昭
和
維
新
﹂
を
呼

号
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
︑
朝
鮮
で
は
︑
甲
申
政
変
五
十
周
年
特
集
や
革
命

一
心
会
事
件
（
一
九
〇
〇
年
）
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
回
顧
が
出
回
っ
て
い
た
︒

そ
れ
ら
は
︑
日
満
の
朝
鮮
人
士
官
学
校
生
徒
に
軍
人
の
直
接
行
動
を
賞
揚
す

る
心
性
を
も
た
ら
し
た
︒
加
え
て
満
洲
で
は
︑
五
・
一
五
事
件
や
二
・
二
六

事
件
の
連
累
者
が
優
遇
さ
れ
︑
彼
ら
の
思
想
も
士
官
学
校
生
徒
に
影
響
を
及

ぼ
し
た
︒

　
第
六
章
﹁
国
家
と
社
会
︱
︱
革
命
︑
改
革
︑
統
制
﹂
は
︑
戦
時
期
の
経
済
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思
想
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
著
者
の
見
立
て
で
は
︑
解
放
後
韓
国
に
お
け
る
朴

正
煕
政
権
の
開
発
独
裁
体
制
の
淵
源
は
︑
世
界
恐
慌
以
降
の
日
本
の
国
家
資

本
主
義
志
向
に
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
︒
日
満
の
士
官
学
校
に
広
ま
っ
て

い
た
三
つ
の
反
資
本
主
義
的
議
論
と
し
て
︑
朝
鮮
人
・
中
国
人
生
徒
に
民
族

解
放
理
論
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
︑
財
閥
を
敵
視
し
対
外

膨
張
と
も
結
び
つ
い
た
昭
和
維
新
論
︑
総
力
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
統

制
経
済
論
を
取
り
あ
げ
て
い
る
︒
な
お
︑
朴
正
煕
が
共
産
主
義
に
傾
倒
し
て

い
た
の
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
議
論
に
対
し
︑
本
書
は
︑
朴
正
煕
が
満
洲
国
軍

官
学
校
に
入
る
ま
で
に
左
翼
思
想
に
﹁
馴
染
ん
で
い
た
（no stranger

）
の
は

間
違
い
な
く
︑
共
鳴
し
て
い
た
（sym

pathetic
）
と
し
て
も
お
か
し
く
な
か
っ

た
﹂
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
（
二
〇
〇
頁
）︒

　
第
七
章
﹁
戦
術
と
精
神
︱
︱
必
勝
﹂
は
︑
日
満
の
士
官
学
校
に
お
け
る
精

神
教
育
に
注
目
す
る
︒
歩
兵
に
よ
る
突
撃
主
義
や
夜
間
襲
撃
は
︑
講
義
や
実

地
演
習
あ
る
い
は
剣
道
の
稽
古
で
教
え
込
ま
れ
た
︒﹁
必
勝
の
信
念
﹂
や
﹁
一

死
御
奉
公
﹂
と
い
っ
た
精
神
主
義
は
︑
解
放
後
韓
国
の
朴
正
煕
の
軍
事
ク
ー

デ
タ
ー
を
支
え
同
志
を
同
調
さ
せ
る
基
盤
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒

　
第
八
章
﹁
秩
序
と
規
律
︱
︱
自
発
的
な
服
従
﹂
で
は
︑
朴
正
煕
政
権
︑
特

に
一
九
七
二
年
以
降
の
維
新
体
制
に
見
ら
れ
る
社
会
統
制
と
規
律
の
淵
源
を

探
る
︒
日
満
の
士
官
学
校
で
は
︑
起
臥
寝
食
に
至
る
ま
で
規
律
化
さ
れ
た
︒

著
者
は
フ
ー
コ
ー
の
規
律
権
力
論
を
援
用
し
な
が
ら
︑
身
体
動
作
や
時
間
厳

守
な
ど
の
規
律
が
︑
区
隊
長
な
ど
の
上
か
ら
の
監
視
や
暴
力
的
制
裁
︑
生
徒

同
士
の
相
互
監
視
︑
日
記
を
書
く
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
内
面
化
さ
れ
た
様
相

を
描
い
て
い
る
︒

　
終
章
で
は
︑
日
本
敗
戦
に
よ
る
日
満
の
軍
官
学
校
の
終
し
ゅ
う

焉え
ん

を
跡
づ
け
︑
日

本
陸
軍
の
文
化
を
内
面
化
し
た
韓
国
人
将
校
が
解
放
後
の
韓
国
軍
を
創
建
し

て
い
く
記
述
で
結
ば
れ
て
い
る
︒

　
本
書
を
通
読
し
た
読
者
は
︑
本
書
が
多
く
の
資
料
を
駆
使
し
て
日
満
の
士

官
学
校
の
雰
囲
気
を
生
き
生
き
と
再
現
し
て
い
る
こ
と
に
︑
ま
ず
感
銘
を
受

け
る
に
違
い
な
い
︒
本
書
に
よ
っ
て
︑
朴
正
煕
の
呼
吸
し
た
時
代
の
空
気
を

読
者
も
と
も
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
言
語
の
壁
を
も
の
と
も
せ

ず
︑
満
洲
国
陸
軍
軍
官
学
校
に
お
け
る
日
本
人
・
朝
鮮
人
・
中
国
人
元
生
徒

の
回
顧
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
縦
横
に
駆
使
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
朴
正
煕
の
満

洲
国
軍
官
学
校
に
お
け
る
同
級
生
（
第
二
期
生
）
だ
っ
た
細
川
実
の
日
記

（
一
九
四
一
～
四
二
年
）
を
発
掘
し
た
こ
と
も
大
き
な
意
味
を
も
つ
︒
こ
れ
ら

の
資
料
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
︑
士
官
学
校
の
文
化
を
﹁
団
結
﹂﹁
意

志
﹂﹁
切
磋
琢
磨
﹂
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
切
り
取
り
︑
生
徒
た
ち
の

精
神
世
界
を
示
し
て
み
せ
た
手
腕
は
さ
す
が
と
言
え
よ
う
︒

　
ま
た
︑
朝
鮮
王
朝
末
期
か
ら
植
民
地
に
か
け
て
の
朝
鮮
に
お
け
る
軍
事
化

の
流
れ
を
︑
大
胆
に
描
い
た
こ
と
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
本
書
の
優
れ
た
点
は
︑
同
時
に
問
題
点
と
も
表
裏
一

体
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒
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第
一
に
︑
既
に
別
の
書
評
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
書
名
か
ら
予
想
さ

れ
る
よ
う
な
朴
正
煕
の
伝
記
的
記
述
は
乏
し
く
︑
そ
の
時
代
背
景
の
方
が
む

し
ろ
前
面
に
出
て
い
る（

4
）

︒
著
者
は
︑
朴
正
煕
が
日
本
陸
軍
の
エ
ー
ト
ス
を
吸

収
し
た
こ
と
が
解
放
後
韓
国
に
お
け
る
朴
政
権
に
よ
る
経
済
成
長
の
性
格
を

決
定
づ
け
た
と
︑
た
び
た
び
強
調
し
て
い
る
︒
無
論
︑
そ
の
こ
と
は
否
定
し

え
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
日
満
の
士
官
学
校
生
徒
が
み
な
朴
正
煕
の
よ
う

に
︑
戦
後
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
国
家
の
近
代
化
を
担
う
独
裁
的
国
家
指
導
者

と
し
て
登
場
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
で
あ
る
な
ら
ば
︑
な
ぜ
朴
正
煕
の
み
が

日
本
軍
の
価
値
観
を
国
家
運
営
に
応
用
し
え
た
の
か
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
︒
し
か
し
︑
本
書
は
朴
正
煕
の
置
か
れ
た
﹁
環
境
﹂
を
問
題
に
は
し

て
も
︑
そ
れ
を
受
け
と
め
内
面
化
し
た
朴
正
煕
の
﹁
個
性
﹂
に
つ
い
て
は
︑

た
だ
﹁
馬
鹿
真
面
目
﹂
だ
っ
た
と
い
う
見
解
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒

ま
た
︑
日
満
の
士
官
学
校
を
並
列
し
て
分
析
し
て
い
る
た
め
に
︑
満
洲
国
軍

官
学
校
後
に
日
本
の
陸
軍
士
官
学
校
に
進
ん
だ
朴
正
煕
の
思
想
形
成
過
程
が

時
経
列
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
︒
こ
れ
ら
の
点
で
は
趙チ
ョ

甲カ
プ

濟チ
ェ

の
朴
正
煕
伝（

5
）

に
及
ば
な
い
︒

　
第
二
に
︑
朝
鮮
に
お
け
る
軍
事
文
化
の
形
成
史
と
し
て
本
書
を
読
ん
だ
場

合
で
も
︑
ス
ケ
ー
ル
の
壮
大
さ
と
そ
れ
が
故
の
議
論
の
細
や
か
さ
の
不
足
の

両
方
を
感
じ
た
と
い
う
の
が
率
直
な
感
想
で
あ
る
︒
第
一
章
に
お
け
る
朝
鮮

開
港
後
の
軍
事
化
に
つ
い
て
は
︑
大
院
君
や
高
宗
︑
急
進
開
化
派
に
焦
点
を

あ
わ
せ
る
あ
ま
り
︑
た
と
え
ば
富
国
強
兵
路
線
と
は
異
な
る
﹁
小
国
主
義
﹂

を
志
向
し
た
穏
健
開
化
派
の
思
想
的
営
み（

6
）

は
度
外
視
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑

こ
の
時
期
の
軍
事
制
度
の
変
化
は
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
︑
一
般
民
衆
の
軍

事
観
・
軍
隊
観
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
い
な
い
︒
そ
の
た
め
に
︑
植
民
地
期

末
期
︑
朝
鮮
軍
事
化
の
﹁
第
二
の
波
﹂
を
多
く
の
朝
鮮
人
が
肯
定
的
に
受
け

と
め
た
と
し
︑
か
つ
︑
そ
こ
に
は
朝
鮮
王
朝
に
お
け
る
﹁
第
一
の
軍
事
化
の

遺
産
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂（
六
三
頁
︒
一
〇
八
︑一
五
六
～
一
五
九
頁
な

ど
も
同
様
）
と
す
る
本
書
の
主
張
に
は
必
ず
し
も
得
心
が
い
か
な
か
っ
た
︒

戦
時
期
朝
鮮
社
会
に
お
い
て
︑
軍
人
の
直
接
行
動
を
メ
デ
ィ
ア
が
賞
賛
し
社

会
全
体
が
軍
事
化
し
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
ど
の
程
度
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ

た
の
だ
ろ
う
か
︒
日
中
戦
争
期
︑
朝
鮮
人
陸
軍
志
願
兵
制
度
が
実
施
さ
れ
て

も
上
流
家
庭
は
志
願
せ
ず
多
く
は
貧
困
農
民
が
経
済
的
理
由
か
ら
志
願
し
た

と
さ
れ
る
こ
と
︑
一
般
民
衆
は
日
帝
敗
戦
願
望
を
も
ち
戦
争
に
距
離
を
お
い

て
い
た
と
さ
れ
る
こ
と
︑
な
ど
反
証
は
い
く
ら
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う（

7
）

︒

ま
ず
は
そ
の
よ
う
な
通
説
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
丁
寧
に
向
き
合
っ
た
う
え
で
議

論
を
展
開
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒

　
本
書
は
第
二
巻
の
刊
行
が
予
定
さ
れ
て
お
り
︑
朴
正
煕
大
統
領
の
も
と
で

の
国
家
主
導
型
経
済
開
発
の
様
相
を
描
く
と
の
こ
と
で
あ
る
︒
本
書
評
の
示

し
た
い
く
つ
か
の
疑
問
点
に
も
そ
こ
で
回
答
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
︒
ま
た
︑
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
著
者
は
︑
か
つ
て
植
民
地
下

に
お
け
る
朝
鮮
人
資
本
で
あ
っ
た
湖
南
財
閥
に
つ
い
て
大
著
を
著
し
た
（
註

（
１
）
参
照
）︒
同
書
は
︑
戦
後
韓
国
の
経
済
成
長
の
ル
ー
ツ
が
植
民
地
期
に
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あ
っ
た
と
す
る
い
わ
ゆ
る
植
民
地
近
代
化
論
の
一
つ
の
火
付
け
役
と
も
な
っ

た
︒
そ
し
て
本
書
も
︑
や
は
り
経
済
成
長
を
主
導
し
た
朴
正
煕
の
行
動
原
理

の
源
流
を
植
民
地
期
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
両
著
に
は
︑

戦
後
韓
国
に
お
け
る
経
済
成
長
の
淵
源
を
植
民
地
期
に
探
ろ
う
と
す
る
問
題

関
心
が
一
貫
し
て
い
る
︒
前
回
の
著
作
で
着
目
し
た
朝
鮮
人
資
本
家
と
今
回

の
著
作
の
焦
点
で
あ
る
国
家
指
導
者
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
韓
国
の
経
済

成
長
に
関
わ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
︑
大
き
な
見
取
り
図
を
続
巻
で
は
提
示
し

て
く
れ
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
︒

註（
1
）

C
arter J. E

ckert, O
ffspring of Em

pire: T
he K

och’ang K
im

s and the C
olonial O

rigins of 

K
orean C

apitalism
, 1876–1945 (U

niversity of W
ashington Press, 1991 ). 

邦
訳
は
︑

カ
ー
タ
ー
・
Ｊ
・
エ
ッ
カ
ー
ト
﹃
日
本
帝
国
の
申
し
子
︱
︱
高
敞
の
金
一
族
と
韓
国

資
本
主
義
の
植
民
地
起
源
一
八
七
六
︱
一
九
四
五
﹄（
草
思
社
︑
二
〇
〇
四
年
）︒

（
2
）
飯
倉
江
里
衣
﹁
満
洲
国
陸
軍
軍
官
学
校
と
朝
鮮
人
︱
︱
口
述
資
料
を
通
し
て
み
る
教

育
経
験
﹂（﹃
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
﹄
第
五
四
号
︑
二
〇
一
六
年
一
〇
月
）
一
六
四
頁
︑

註
（
１
）（
２
）
に
︑
朴
正
煕
に
つ
い
て
の
伝
記
的
研
究
お
よ
び
満
州
国
の
軍
官
学
校

に
お
け
る
朝
鮮
人
に
つ
い
て
の
研
究
に
つ
い
て
の
既
存
の
文
献
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒

（
3
）
こ
の
よ
う
な
視
角
は
︑
著
者
エ
ッ
カ
ー
ト
が
か
ね
て
提
唱
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
︑

本
書
は
そ
の
本
格
的
展
開
を
目
指
し
た
も
の
と
言
え
る
︒
カ
ー
タ
ー
・
Ｊ
・
エ
ッ
カ
ー

ト
﹁
五
月
一
六
日
軍
事
革
命
︱
︱
歴
史
的
視
点
﹂（
趙
利
済
・
渡
辺
利
夫
・
カ
ー
タ
ー
・

Ｊ
・
エ
ッ
カ
ー
ト
編
﹃
朴
正
煕
の
時
代
︱
︱
韓
国
の
近
代
化
と
経
済
発
展
﹄
東
京
大

学
出
版
会
︑
二
〇
〇
九
年
）
参
照
︒

（
4
）

B
ruce C

um
ings, 

“Carter J. E
ckert, Park C

hung H
ee and M

odern K
orea: T

he Roots of 

M
ilitarism

, 1866–1945. C
am

bridge, M
ass.: H

arvard U
niversity Press, 2016 ,

” The 

A
m

erican H
istorical Review

 123 :3  (June 2018 ), p. 928 .

（
5
）
趙
甲
濟
﹃
朴
正
煕
︱
︱
韓
国
近
代
革
命
家
の
実
像
﹄（
邦
訳
︑
亜
紀
書
房
︑

一
九
九
一
年
）︒

（
6
）
趙
景
達
﹁
近
代
朝
鮮
の
小
国
思
想
﹂（
菅
原
憲
二
・
安
田
浩
編
﹃
国
境
を
貫
く
歴
史

認
識
︱
︱
教
科
書
・
日
本
︑
そ
し
て
未
来
﹄
青
木
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
）︒

（
7
）
宮
田
節
子
﹃
朝
鮮
民
衆
と
﹁
皇
民
化
﹂
政
策
﹄（
未
來
社
︑
一
九
八
五
年
）︑
卞
恩
眞

﹃
日
帝
末
抗
日
秘
密
結
社
運
動
研
究
︱
独
立
과
解
放
︑
建
国
을
향
한
朝
鮮
民
衆
의
努

力
﹄（
선
인
︑
二
〇
一
八
年
）︒




