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『
日
本
に
お
け
る
中
国
小
説
の
発
見

 
―
『
水
滸
伝
』
と
国
民
的
カ
ノ
ン
形
成
』
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　Th
e Japanese D

iscovery of C
hinese Fiction

（
日
本
に
お
け
る
中
国
小
説
の
発

見
）
は
︑
幾
重
に
も
橋
渡
し
を
行
う
研
究
書
で
あ
る
︒
著
者
のW

illiam
 C

. 

H
edberg

氏
は
︑
十
七
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
︑
す
な
わ
ち
江

戸
・
明
治
・
大
正
期
の
日
本
で
︑﹁
中
国
﹂
と
い
う
場
所
や
﹁
小
説
﹂
と
い

う
語
・
概
念
の
意
味
が
︑
い
か
に
大
き
く
変
化
し
続
け
た
の
か
を
解
き
明
か

し
な
が
ら
︑
国
・
言
語
・
時
代
・
専
門
領
域
の
壁
を
乗
り
越
え
︑
中
国
の
小

説
で
あ
る
﹃
水
滸
伝
﹄
が
日
本
で
い
か
に
し
て
受
容
さ
れ
た
か
︑
そ
の
軌
跡

を
丹
念
に
た
ど
っ
て
い
る
︒

　
著
者
自
身
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
近
世
か
ら
昭
和
ま
で
の
日
本
に
お
け
る

﹃
水
滸
伝
﹄
受
容
に
つ
い
て
は
︑
高
島
俊
夫
氏
の
日
本
語
に
よ
る
研
究
書
が

あ
る（

1
）

︒
し
か
し
︑H

edberg

氏
は
︑
時
代
区
分
の
性
質
︑﹁
受
容
﹂
と
い
う

概
念
そ
の
も
の
の
意
味
︑
近
代
的
国
民
国
家
の
形
成
過
程
な
ど
の
諸
問
題
に

つ
い
て
︑
理
論
的
見
地
か
ら
深
い
洞
察
を
加
え
る
の
と
同
時
に
︑
江
戸
時
代

中
期
の
儒
者
︑
清
田
儋
叟
の
旧
蔵
書
で
︑
儋
叟
に
よ
る
自
筆
書
き
入
れ
の
あ

る
﹃
水
滸
伝
﹄（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
蔵
）
や
︑
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）

に
刊
行
さ
れ
た
徳
富
蘇
峰
の
中
国
旅
行
記
﹃
支
那
漫
遊
記
﹄
な
ど
︑
高
島
氏

が
検
討
し
て
い
な
い
資
料
を
も
調
査
・
分
析
し
て
お
り
︑
新
た
な
境
地
を
切

り
拓
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒

　
本
書
は
︑
序
章
︑
本
論
の
四
章
︑
終
章
か
ら
成
る
︒
本
論
の
う
ち
︑
前
半

二
章
は
近
世
す
な
わ
ち
江
戸
時
代
を
取
り
上
げ
︑
後
半
二
章
は
近
代
の
う
ち

明
治
・
大
正
時
代
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
お
り
︑
時
系
列
に
沿
っ
て
論
が
進

め
ら
れ
て
ゆ
く
︒
第
一
章
は
近
世
中
期
（
十
八
世
紀
）
の
唐
話
学
︑
第
三
章

は
明
治
期
（
十
九
世
紀
後
半
）
の
﹁
文
学
史
﹂
研
究
に
光
を
当
て
て
い
る
︒

唐
話
学
や
﹁
文
学
史
﹂
研
究
と
い
う
の
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
日
本
で
新
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た
に
創
出
さ
れ
た
学
問
分
野
で
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
︑﹃
水

滸
伝
﹄
受
容
の
背
景
と
文
脈
と
を
提
供
し
た
︒
ま
た
︑
第
二
章
と
第
四
章
は
︑

さ
ま
ざ
ま
な
属
性
の
読
者
な
い
し
消
費
者
た
ち
に
焦
点
を
絞
り
︑
江
戸
~
大

正
期
の
知
識
人
た
ち
︑
あ
る
い
は
小
説
や
錦
絵
を
楽
し
ん
だ
人
々
が
︑﹃
水

滸
伝
﹄
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
き
た
か
を
具
体
例
に
も
と
づ
い

て
考
察
す
る
内
容
で
あ
る
︒
本
書
の
特
徴
の
一
つ
は
︑
抽
象
論
に
安
住
せ
ず
︑

常
に
歴
史
的
な
事
象
に
注
意
を
払
う
点
に
見
出
せ
る
︒

　
本
書
で
は
︑
本
論
各
章
の
題
目
に
︑﹁
近
世
﹂︑﹁
明
治
﹂︑﹁
大
正
﹂
な
ど

の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
︑
著
者
は
︑
時
代
区
分
を
不
変
の
概
念
と
し
て

は
捉
え
て
お
ら
ず
︑
む
し
ろ
そ
の
再
考
を
促
し
て
い
る
︒H

edberg

氏
の
見

解
に
よ
れ
ば
︑
十
九
世
紀
日
本
に
お
け
る
文
学
的
な
転
換
点
は
︑
明
治
維
新

（
一
八
六
八
年
）
で
は
な
く
︑
そ
れ
よ
り
も
後
の
明
治
二
十
年
代
~
三
十
年
代

前
半
（
お
よ
そ
一
八
八
〇
年
代
後
半
~
一
八
九
〇
年
代
）
に
訪
れ
た
︑
と
さ
れ

る
︒
そ
の
時
期
に
﹁
文
学
史
﹂
研
究
と
い
う
新
た
な
学
術
分
野
が
創
出
さ
れ
︑

テ
キ
ス
ト
や
ジ
ャ
ン
ル
を
比
較
す
る
た
め
の
新
し
い
枠
組
み
が
確
立
さ
れ
た

時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
（
十
三
頁
）︒
如
上
の
考
察
は
︑

歴
史
上
の
実
際
の
転
換
点
と
い
う
も
の
が
︑
従
来
の
概
念
的
な
時
代
区
分
と

は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
︑
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
示
し
て
い
る
︒

　
で
は
︑
転
換
期
と
さ
れ
る
一
八
八
〇
年
代
後
半
~
一
八
九
〇
年
代
に
︑
日

本
に
お
け
る
﹃
水
滸
伝
﹄
の
位
置
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
︒
こ
の
問

い
に
対
す
るH

edberg

氏
の
回
答
を
要
約
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
︒

同
氏
は
︑
込
み
入
っ
た
問
題
を
単
純
化
せ
ず
︑
複
雑
さ
を
複
雑
さ
と
し
て
取

り
扱
う
た
め
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
一
言
で
ま
と
め
る
な
ら
ば
︑﹁
中
国
﹂
と

い
う
場
所
に
対
す
る
認
識
の
変
化
と
﹁
小
説
﹂
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
地
位
向

上
︑
と
い
う
二
つ
の
要
因
が
作
用
し
て
い
た
︑
と
い
う
論
が
展
開
さ
れ
て
い

る
︒
明
治
・
大
正
の
日
本
の
知
識
人
た
ち
は
︑﹁
中
国
・
日
本
・
西
洋
の
文

字
文
化
﹂（
一
〇
一
頁
）
を
い
わ
ば
三
角
測
量
す
る
こ
と
で
︑﹃
水
滸
伝
﹄
の

こ
と
を
﹁
非
歴
史
的
な
︑
時
代
を
越
え
て
変
わ
る
こ
と
の
な
い
中
国
ら
し

さ
﹂（
一
六
一
頁
）
の
体
現
と
し
て
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た
︑
と
い
う
︒

一
八
八
〇
年
代
後
半
か
ら
一
八
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
日
本
で
︑﹃
水
滸

伝
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
﹁
小
説
﹂
の
名
作
こ
そ
が
︑
古
代
か
ら
現
代
ま
で
不

変
と
さ
れ
る
国
家
の
本
質
を
象
徴
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

H
edberg

氏
に
よ
る
優
れ
た
発
見
は
︑
一
国
の
文
学
と
は
何
か
︑
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
十
九
世
紀
後
半
の
日
本
の
知
識
人
た
ち
が
考
え
る
際
に
︑
中
国

の
白
話
小
説
で
あ
る
﹃
水
滸
伝
﹄
を
め
ぐ
る
言
説
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒

　
本
書
で
は
︑
考
察
の
対
象
が
広
範
囲
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
細
部
に

至
る
ま
で
精
緻
な
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
敢
え
て
穿
鑿
す
る
な

ら
ば
︑
若
干
の
疑
問
が
残
る
箇
所
も
あ
る
︒
終
章
で
は
︑﹁
近
世
日
本
に
お

け
る
﹃
水
滸
伝
﹄
受
容
に
つ
い
て
︑
百
科
事
典
的
で
完
全
な
記
述
を
行
う
こ

と
﹂（
一
八
〇
頁
）
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
︑
と
い
う
趣
旨
の
記
述
が
あ
る
︒

全
て
を
網
羅
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
︑
本
書
で
詳
細
に
考
察
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さ
れ
な
か
っ
た
範
囲
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
奈
辺
に
あ
る
の
か
︑
ま
た

そ
の
範
囲
の
選
択
は
い
か
な
る
理
由
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︑
簡

単
に
で
も
示
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
加
え
て
︑
徳
富
蘇
峰
﹃
支
那
漫
遊
記
﹄
の
特
定
の
箇
所
に
関
す
る
著
者
の

解
釈
に
つ
い
て
︑
二
点
ば
か
り
疑
問
が
あ
る
︒
蘇
峰
が
中
国
を
﹁
文
明
中
毒

国
﹂
と
し
て
評
し
た
際
の
﹁
文
明
﹂
に
つ
い
て
︑H

edberg

氏
は
︑﹁
伝
統

的
な
儒
教
文
化
の
息
苦
し
さ
﹂（
一
七
三
頁
）
を
指
す
も
の
と
し
て
解
釈
し

て
い
る
︒
し
か
し
︑
蘇
峰
が
古
代
中
国
の
代
表
的
な
人
物
た
ち
と
し
て
挙
げ

る
の
は
︑
戦
国
時
代
に
儒
家
で
は
な
く
縦
横
家
と
し
て
活
動
し
た
蘇
秦
と
張

儀
で
あ
る（

2
）

︒
果
た
し
て
蘇
峰
は
︑
縦
横
家
と
儒
家
を
混
同
し
︑
蘇
秦
と
張
儀

を
儒
者
と
し
て
見
な
し
た
か
︑
あ
る
い
は
見
誤
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
が

一
つ
目
の
疑
問
で
あ
る
︒
二
つ
目
の
疑
問
は
︑
蘇
峰
が
反
中
感
情
を
あ
ら
わ

に
す
る
︑
も
う
一
つ
の
箇
所
に
関
し
て
で
あ
る
︒
蘇
峰
が
中
国
の
こ
と
を

﹁
謎
題
﹂
と
呼
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
︑H

edberg

氏
の
解
釈
に
よ
れ
ば
︑
い

わ
ゆ
る
﹁
謎
め
い
た
東
洋
﹂（ʻʻ O
riental inscrutability,ʼʼ  

一
七
一
頁
）
を
中
国

に
見
出
し
た
と
い
う
よ
り
︑
蘇
峰
が
同
胞
す
な
わ
ち
日
本
人
た
ち
の
中
国
に

対
す
る
無
関
心
を
指
摘
し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
関
係
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
︒

し
か
し
︑﹁
四
千
年
の
歴
史
﹂
と
題
さ
れ
た
そ
の
次
の
章
を
読
む
と
︑
蘇
峰

は
再
び
﹁
支
那
人
﹂
の
こ
と
を
﹁
不
可
解
の
謎
題
﹂
と
呼
び
︑﹁
如
何
に
も

肌
触
り
善
く
﹂
と
か
︑﹁
海
千
山
千
﹂
な
ど
と
い
っ
た
言
い
回
し
を
用
い
な

が
ら
︑
表
向
き
の
友
好
の
裏
側
に
隠
れ
た
狡
猾
さ
が
あ
る
︑
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
述
べ
て
い
る（

3
）

︒
読
む
の
も
不
快
な
内
容
で
は
あ
る
が
︑
蘇
峰
の
毒
筆

は
︑
中
国
の
人
々
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
お
り
︑
や
は
り
蘇
峰
は
︑
中
国
人

をinscrutable

（
謎
め
い
た
︑
不
可
解
な
）
な
存
在
と
し
て
見
な
そ
う
と
し
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
と
ま
れ
︑
全
体
と
し
て
本
著
は
︑
具
体
的
な
歴
史
上
の
事
例
の
検
討
に
も

と
づ
き
︑
文
化
的
な
産
物
や
︑
文
化
的
事
象
に
関
わ
る
用
語
が
︑
常
に
変
化

し
続
け
る
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
多
様
な
形
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確

に
示
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒
実
の
と
こ
ろ
︑﹃
水
滸
伝
﹄
は
単
一
の
テ

キ
ス
ト
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
さ
ま
ざ
ま
な
版
︑
改
編
︑
注

釈
︑
再
利
用
︑
図
像
等
と
い
っ
た
︑
し
ご
く
多
種
多
様
な
形
を
取
り
な
が
ら
︑

こ
れ
ま
で
存
在
し
︑
受
け
継
が
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
中
国
﹂︑

﹁
日
本
﹂︑﹁
小
説
﹂
な
ど
と
い
う
語
も
︑
い
つ
︑
ど
こ
で
︑
ど
の
よ
う
に
用

い
ら
れ
た
か
に
よ
っ
て
︑
意
味
が
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
︒H

edberg

氏

に
よ
る
研
究
は
︑
歴
史
的
視
座
を
大
切
に
し
な
が
ら
︑
複
数
の
国
・
地
域
を

同
時
に
取
り
上
げ
た
文
学
研
究
と
し
て
傑
出
し
て
お
り
︑
比
較
文
学
︑
あ
る

い
は
一
国
の
文
学
の
研
究
︑
は
た
ま
た
文
学
研
究
に
限
ら
ず
︑
あ
ら
ゆ
る
分

野
の
人
文
学
研
究
の
模
範
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︒

注（
１
）　
高
島
俊
夫
﹃
水
滸
伝
と
日
本
人

︱
江
戸
か
ら
昭
和
ま
で
﹄（
大
修
館
書
店
︑

一
九
九
一
年
）︒



書評

171

（
２
）　
徳
富
蘇
峰
﹃
支
那
漫
遊
記
﹄（
民
友
社
︑
一
九
一
八
年
）︑
三
九
三
頁
︒

（
３
）　
徳
富
蘇
峰
︑
同
上
︑
四
二
五
頁
︒

＊
本
稿
はJapan Review

 37

（2022

）
に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
キ
ス
ト
の
日
本
語
訳
で
あ
る
︒


