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文化交流を通じて相互理解へ

藤沢周平作『用心棒日月抄』シリー
ズの中国語訳

　

2
0
2
1
年
3
月
、
中

国
大
手
出
版
社
の
訳
林

（
南
京
市
）
か
ら
藤
沢
周

平
作
品
集
十
二
種
が
出

揃
っ
た
。
訳
者
も
中
国
の

日
本
文
学
研
究
者
の
錚
々

た
る
名
前
ば
か
り
で
、
畏

友
の
程
長
泉
先
生
（
青
島

大
学
）
に
よ
る
『
用
心
棒

日
月
抄
』
シ
リ
ー
ズ
四
冊

の
翻
訳
は
『
浪
客
日
月

抄
』
と
い
う
中
国
語
訳
タ

イ
ト
ル
で
上
梓
さ
れ
て
い

る
。
中
国
本
土
に
と
ど
ま

ら
ず
、
台
湾
で
も
好
評
を

博
し
て
い
る
。

　

筆
者
の
知
っ
て
い
る
限

り
、
村
上
春
樹
は
中
国
を

含
め
て
世
界
的
人
気
を

誇
っ
て
い
る
が
、
藤
沢
周

平
は
英
語
世
界
で
は
認
知

度
が
低
く
、
作
品
の
翻
訳

も
2
0
0
5
年
の
英
訳
一

冊
（
同
じ
内
容
の
も
の
が

ス
ペ
イ
ン
語
訳
も
出
て
い

る
が
）
に
留
ま
っ
て
い

る
。
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る

文
化
交
流
の
広
さ
と
深
さ

を
物
語
る
興
味
深
い
現
象

で
あ
る
。
昔
は
庄
内
を
知

ら
な
い
人
に
「
お
し
ん
奉

公
の
と
こ
ろ
」
と
教
え
れ

ば
分
か
っ
て
も
ら
え
て
い

た
が
、
今
は
「
海
坂
藩
の

モ
デ
ル
」
で
通
じ
る
で
あ

ろ
う
か
。

　

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
進
む
中
、
庄
内
地

域
に
も
様
々
な
国
か
ら

人
々
が
や
っ
て
き
て
お

り
、
我
々
は
否
応
な
し
に

文
化
の
ル
ー
ツ
が
異
な
る

隣
人
た
ち
と
付
き
合
う
時

代
に
突
入
し
た
の
で
あ

る
。
心
温
ま
る
出
会
い
も

あ
れ
ば
、
価
値
観
の
差
異

に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
も
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。
二
十
年

前
の
留
学
生
大
量
受
け
入

れ
の
失
敗
と
い
う
苦
い
経

験
に
よ
り
、
も
し
く
は
一

部
の
マ
ス
コ
ミ
の
偏
向
報

道
に
よ
っ
て
、
地
元
の
外

国
人
の
増
加
に
対
し
て
戸

惑
い
を
感
じ
る
方
も
い
る

の
が
む
し
ろ
自
然
な
現
象

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
各

自
治
体
が
国
際
交
流
活
動

に
力
を
入
れ
て
き
た
お
か

げ
で
、
昨
今
は
一
昔
前
と

比
べ
て
地
域
内
の
異
文
化

相
互
理
解
が
か
な
り
改
善

さ
れ
て
い
る
。

　

異
文
化
が
交
わ
る
と

き
、「
郷
に
入
れ
ば
郷
に

従
え
」
と
「
朋
有
り
遠
方

よ
り
来
る
、
ま
た
楽
し
か
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ら
ず
や
」
と
い
う
二
つ
の

側
面
は
と
も
に
大
事
で

あ
る
。
筆
者
は
公
益
大

の
「
文
化
交
渉
論
」（
大

学
院
）
な
ど
の
講
義
の
な

か
で
異
文
化
理
解
の
難
し

さ
を
説
明
す
る
時
、
以
下

の
知
見
を
紹
介
し
て
い

る
。「
歴
史
を
勉
強
す
れ

ば
分
か
る
よ
う
に
、
近
代

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
洗
礼

を
受
け
て
成
立
し
た
国
民

国
家
に
お
い
て
謳
わ
れ
て

き
た
『
民
族
文
化
』
は
、

そ
も
そ
も
絶
対
的
な
も
の

で
は
な
い
。
し
か
し
、
民

族
感
情
は
外
側
か
ら
見
る

と
『
創
ら
れ
た
も
の
』
が

多
く
看
取
さ
れ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
内
側
か
ら
は

『
自
然
な
も
の
』
と
し
て

受
け
と
め
ら
れ
る
と
い
う

ジ
レ
ン
マ
が
常
に
存
在
す

る
」、
と
。
他
者
の
存
在

を
認
識
し
て
は
じ
め
て
自

己
が
確
立
す
る
が
、
そ
こ

に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
者
を

理
解
す
る
努
力
を
経
て
は

じ
め
て
本
当
の
自
己
理
解

が
成
立
す
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
人

間
同
士
で
あ
る
の
で
、
交

流
を
通
じ
て
相
手
を
知

り
、
そ
し
て
自
分
が
ど
の

よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
の

か
が
分
か
る
こ
と
で
相
互

理
解
が
深
ま
り
、
一
歩
ず

つ
グ
ロ
ー
バ
ル
も
し
く
は

グ
ロ
ー
カ
ル
な
社
会
を
築

く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

公
益
大
は
一
貫
し
て
文

化
交
流
と
異
文
化
理
解
の

教
育
と
実
践
を
行
っ
て
お

り
、
こ
の
十
年
間
、
東
ア

ジ
ア
と
東
南
ア
ジ
ア
か
ら

慎
重
か
つ
着
実
に
留
学
生

の
受
け
入
れ
を
進
め
て
い

る
。
そ
し
て
海
外
の
協
定

校
と
の
間
、
ア
メ
リ
カ
の

二
校
の
ほ
か
に
、
中
国
語

圏
の
五
校
と
留
学
生
の
相

互
派
遣
を
行
っ
て
き
た
。

こ
れ
か
ら
の
課
題
は
教
員

（
研
究
者
）
間
の
交
流
を

進
め
る
こ
と
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　

地
域
の
大
学
と
し
て
、

公
益
大
は
今
後
も
地
元
に

お
け
る
文
化
交
流
の
一
翼

を
担
い
、
庄
内
の
調
和
的

で
グ
ロ
ー
カ
ル
的
な
発
展

に
貢
献
す
る
で
あ
ろ
う
。
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