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「
不
易
」と「
流
行
」の
調
和

「
故
郷
」。
魯
迅
・
竹
内
好
訳
。
一
九
二
一
年
発
表

の
不
朽
の
名
作
│
。
こ
の
作
品
が
教
科
書
教
材
と
し

て
採
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
何
年
経
つ
の

だ
ろ
う
。

　

そ
ん
な
「
不
易
」
な
る
作
品
に
、近
年
襲
い
か
か
っ

た
「
時
代
の
波
」
と
い
え
ば
、「
詳
細
な
読
解
に
偏

り
が
ち
で
あ
っ
た
授
業
を
│
」
と
い
っ
た
、「
読
み

取
り
・
読
み
深
め
」
の
授
業
に
対
す
る
、
や
や
批
判

的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
た「
言
語
活
動
の
多
様
化
」

や
、「
つ
け
た
い
力
の
明
確
化
」・「
単
元
・
単
位
時

間
の
評
価
規
準
の
明
確
化
」
と
い
う
「
波
」
で
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、こ
う
し
た「
波
」（
特

に
後
者
）
に
私
自
身
が
ど
う
対
処
し
て
、
不
易
（
諸

先
輩
方
の
ご
実
践
）
と
流
行
（
時
代
の
要
請
）
の
調

和
を
図
っ
た
の
か
を
綴
り
た
い
と
思
う
。

単
元
を
通
し
て
育
て
た
い「
見
方
・
考
え
方
」

　

単
位
時
間
に
、
生
徒
の
多
様
な
見
方
や
考
え
方
を

基
に
し
た
「
学
び
合
い
」
の
あ
る
授
業
を
成
立
さ
せ

る
た
め
に
は
、
単
元
を
通
し
て
育
て
た
い
「
見
方
や

考
え
方
」
を
、
授
業
者
が
一
貫
し
て
も
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
本
単
元
に
お
い
て

身
に
つ
け
さ
せ
た
い
「
見
方
や
考
え
方
」
を
、
次
の

よ
う
に
設
定
し
た
。

　

こ
れ
を
軸
に
し
て
、
生
徒
が
各
場
面
を
学
習
す
る

際
に
、
ど
の
よ
う
な
「
状
況
の
変
化
を
示
す
表
現
」

に
着
目
す
る
の
か
、
或
い
は
、
着
目
し
た
表
現
に
対

し
て
、
ど
の
人
物
の
視
点
を
足
場
に
し
た
ア
プ
ロ
ー

チ
を
す
る
の
か
な
ど
を
事
前
に
予
想
し
、
単
位
時
間

の
「
学
び
合
い
」
の
あ
り
方
を
構
想
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
う
し
た
「
学
び
合
い
」
の
あ
る
授
業
の
中

で
、
螺
旋
的
・
反
復
的
に
「
見
方
や
考
え
方
」
を
鍛

え
ら
れ
て
こ
そ
、
生
徒
に
は
、

が
つ
く
と
考
え
た
。

　

な
お
、
単
元
の
評
価
規
準
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
関
心
・
意
欲
・
態
度
】

● 「
状
況
に
生
き
る
人
間
の
姿
」
を
と
ら
え
よ
う
と

表
現
の
仕
方
や
文
章
の
特
徴
に
注
意
し
な
が
ら
、

進
ん
で
作
品
を
読
も
う
と
す
る
。（
Ｃ
│
ウ
）

【
読
む
こ
と
】

● 

風
景
や
人
物
の
巧
み
な
描
写
と
そ
の
変
化
が
、
人

物
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
や
心
情
の
変
化
の
比

喩
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
、書
き
手
の「
表

現
意
図
」
を
み
ぬ
く
こ
と
が
で
き
る
。（
Ｃ
│
ウ
）

● 「
人
間
、
社
会
」
に
つ
い
て
考
え
、
自
分
の
意
見

を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。（
Ｃ
│
エ
）

【
言
語
に
対
す
る
知
識
・
理
解
・
技
能
】

● 

抽
象
的
な
概
念
な
ど
を
表
す
多
様
な
文
章
表
現
に

着
目
し
て
文
章
を
読
み
進
め
、
語
感
を
磨
き
、
語

彙
を
豊
か
に
す
る
。（
言
語
⑴
│
ウ
）

◎ 

書
き
手
の
思
考
や
心
情
に
迫
り
、
自
分
の
考
え
を

構
築
す
る
力

● 

人
物
の
状
況
や
心
情
を
、「
状
況
の
変
化
」
を
示

す
表
現
に
着
目
し
、
作
者
の
表
現
意
図
を
踏
ま
え

な
が
ら
見
出
そ
う
と
す
る
見
方
や
考
え
方
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さ
ら
に
、
単
元
の
始
め
に
は
、
生
徒
の
意
識
を
連

続
さ
せ
る
た
め
に
「
初
発
の
感
想
」
を
交
流
し
、
そ

れ
を
基
に
し
て
、「
単
元
を
貫
く
課
題
」を
設
定
し
た
。

「
思
い
の
変
化
」
を
、「
状
況
の
変
化
を
示
す
表
現
」

に
着
目
さ
せ
な
が
ら
、「
わ
た
し
」
の
目
線
で
読
み
取

ろ
う
と
す
る
生
徒
と
客
体
視
す
る
生
徒
の
、
大
き
な

二
つ
の
流
れ
を
生
む
意
図
が
こ
の
課
題
に
は
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
流
れ
を
行
き
交
い
な
が
ら

生
徒
は
、「
一
人
の
人
間
と
し
て
、
状
況
を
ど
う
き

り
拓
き
、
生
き
る
か
」
に
つ
い
て
「
自
ら
の
考
え
」

を
巡
ら
せ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
学
び
合
い
」を
意
図
的
に
組
織
す
る

　

こ
こ
で
は
、
本
作
品
中
、
最
も
読
み
応
え
の
あ
る
、

「
だ
ん
な
様
！
…
…
」
を
含
む
、
第
五
場
面
を
例
に

し
て
、
単
位
時
間
に
ど
の
よ
う
な
「
学
び
合
い
」
を

意
図
し
た
の
か
を
簡
単
に
述
べ
た
い
。

【
本
時
の
ね
ら
い
】

「
状
況
や
人
物
の
外
見
の
変
化
」
に
、
異
な
る
人
物

の
視
点
か
ら
着
目
し
、
そ
れ
ら
細
か
な
描
写
の
積
み

重
ね
が
、「
閏ル
ン

土ト
ー

」
と
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
「
わ
た
し
」
の
深
い
悲
し
み
を
よ
り
効

果
的
に
表
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
二
人
の
間
を

隔
て
て
い
る
「
壁
」
が
、「
閏
土
」
自
身
の
変
化
の

み
な
ら
ず
、「
わ
た
し
」
自
身
の
変
化
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
、こ
の
時
間
の
規
準
（
Ｂ
）
は
、「『
唇

が
動
い
た
が
、
〜
』
↓
『
は
っ
き
り
こ
う
言
っ
た
』

な
ど
の
『
人
物
の
心
情
の
変
化
を
示
す
表
現
』
に
着

目
し
、そ
の
意
図
と
効
果
を
理
解
す
る
と
共
に
、『
わ

た
し
』
の
『
故
郷
』
に
対
す
る
失
望
を
読
み
取
っ
て

い
る
。」
と
な
る
。

　

授
業
の
冒
頭
で
は
、こ
の
場
面
に
い
る
「
わ
た
し
」

の
「
姿
」＝「
故
郷
に
対
す
る
思
い
の
変
化
」
を
生
徒

に
問
い
、
本
時
の
課
題
化
を
図
る
。

　

こ
の
後
、
一
人
読
み
を
さ
せ
、
意
見
交
流
に
入
る

の
だ
が
、
こ
の
際
に
大
切
に
し
た
い
こ
と
が
、「
子

ど
も
づ
か
み
の
観
点
を
、
教
師
が
事
前
に
も
っ
て
い

る
こ
と
」で
あ
る
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、「
学
び
合
い
」

は
成
立
し
な
い
。
本
時
は
、

の
二
つ
の
観
点
か
ら
、
子
ど
も
づ
か
み
を
行
い
、
意

図
的
指
名
に
よ
っ
て
、
両
者
の
「
見
方
・
考
え
方
」

や
ま
だ　

た
か
ひ
で　

岐
阜
市
立
長
良
中
学
校
を
経
て
、
現

勤
務
校
（
三
年
目
）
に
。
岐
阜
県
教
育
研
究
会
・
中
学
校
国

語
教
育
研
究
会
・
研
究
部
総
括
。

を
学
び
合
わ
せ
た
。
ま
た
、
も
う
一
つ
大
切
に
し
た

い
の
が
、「
問
い
返
し
」
の
吟
味
で
あ
る
。

　

先
に
示
し
た
観
点
の
う
ち
、
後
者
の
立
場
か
ら
読

み
を
深
め
る
生
徒
は
少
な
い
。
そ
こ
で
、「
あ
れ
ほ

ど
再
会
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
『
閏
土
』
で
あ
っ
た

の
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
返
事
を
し
て
し
ま
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。」
と
い
う
問
い
返
し
を
事
前
に
用
意
し

て
お
い
た
。
こ
の
発
問
は
、
異
な
る
人
物
の
視
点
か

ら
、登
場
人
物
の
心
情
を
見
出
そ
う
と
す
る
「
見
方
・

考
え
方
」（
着
目
の
仕
方
）
へ
の
転
換
を
意
図
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
学
び
合
い
」
を
深
め
、

と
い
う
読
み
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
│
。「
故
郷
」
は
今
も
私
に
、
生
徒
の
も

つ
「
言
葉
に
対
す
る
豊
か
な
感
性
」
を
示
し
続
け
、

新
た
な
出
会
い
の
喜
び
に
打
ち
震
え
さ
せ
て
く
れ
る

作
品
で
あ
る
こ
と
を
報
告
す
る
。

◎ 「
わ
た
し
」
の
「
故
郷
」
に
対
す
る
思
い
の
変
化

を
読
み
深
め
よ
う
。

◎ 「
悲
し
む
べ
き
厚
い
壁
」
を
感
じ
て
し
ま
う
、「
わ

た
し
」
の
思
い
の
変
化
を
読
み
深
め
よ
う
。

● 「
閏
土
」
の
変
容
に
着
目
し
て
、「
わ
た
し
」
の
心

情
を
思
い
描
く
生
徒

● 「
わ
た
し
」
の
変
容
に
着
目
し
て
、「
閏
土
」
の
心

情
を
思
い
描
く
生
徒

● 「『
わ
た
し
』
自
身
の
態
度
も
以
前
と
は
違
う
。
そ

う
い
う
『
わ
た
し
』
の
対
応
の
『
変
化
』
が
、『
閏

土
』
の
『
返
答
』
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。『
わ
た
し
』
は
そ
の
こ
と
に
気
づ

か
な
い
ま
ま
、『
故
郷
』
へ
の
絶
望
を
深
め
て
い

る
の
だ
。」


