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悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
21
）

『
偶
　
成
』　
　
朱
　
熹

　

 

学
問
の
道
は
待
っ
て
く
れ
な
い

【
語
句
の
意
味
】

偶　
成
＝
た
ま
た
ま
出
来
た
。

　
　
　
　

偶
詠
・
偶
吟
・
偶
作
な
ど
と
同
意
で
、「
偶
」
は
た
ま
た

ま
、
偶
然
に
と
い
う
意
味
。
特
に
題
を
付
け
な
い
で
出
来

た
詩
。
内
容
が
学
問
・
勉
学
を
勧
め
る
詩
で
あ
る
の
で
、

こ
の
詩
を
「
勧
学
」
と
題
し
て
い
る
詩
集
も
あ
る
。

少　
年
＝
わ
か
も
の
。
中
国
で
は
十
代
の
半
ば
か
ら
二
十
代
の
半
ば

位
ま
で
を
少
年
と
い
う
の
で
、
日
本
で
い
う
「
少
年
」
の

語
感
よ
り
年
が
上
で
あ
る
。

一　
寸
＝
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
。

光　
陰
＝「
光
」
は
昼
「
陰
」
は
夜
転
じ
て
歳
月
。

池　
塘
＝「
塘
」
は
堤つ

つ
み

。
池
の
堤
。

春
草
夢
＝
春
先
の
草
花
の
よ
う
な
若
い
頃
の
将
来
の
希
望
に
満
ち
た

心
持
ち
。

　
　
　
　
春
草
は
こ
こ
で
は
若
者
。

階　
前
＝「
階
」
は
き
ざ
は
し
。（
階
段
）

　
　
　
　
階
段
の
前
の
庭
さ
き
。

梧　
葉
＝「
梧
」
は
青
桐
。

秋　
声
＝
秋
風
の
音
。

【
詩
の
意
味
】

　
若
者
は
ア
ッ
と
い
う
間
に
年
を
と
っ
て
し
ま
い
、
学
問
は
な
か
な

か
完
成
し
が
た
い
。
だ
か
ら
少
し
の
間
で
も
軽
々
し
く
過
ご
し
て
は

な
ら
な
い
。

　
池
の
堤
の
若
草
の
上
で
ま
ど
ろ
ん
だ
春
の
日
の
夢
が
ま
だ
覚
め
な

い
う
ち
に
、
庭
先
の
青
桐
の
葉
に
は
、
も
う
秋
風
の
音
が
聞
こ
え
る

よ
う
に
、
月
日
は
速
や
か
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

【
鑑　
賞
】

朱
熹
に
し
て
然
り
、
少
年
諸
君
よ
、

一
刻
を
惜
し
ん
で
勉
強
し
よ
う

　
こ
の
「
偶
成
」
の
詩
で
は
、
第
一
句
と
第
二
句
は
今
で
も
親
や
教

　

偶ぐ
う　

成せ
い　

　
　
　
　

  

朱し
ゅ　

熹き

少し
ょ
う

年ね
ん

老お

い
易や

す

く　

学が
く

成な

り
難が

た

し

一い
っ
す
ん寸

の
光こ

う
い
ん陰　

軽か
ろ

ん
ず
可べ

か
ら
ず

未い
ま

だ
覚さ

め
ず　

地ち

塘と
う

春し
ゅ
ん

草そ
う

の
夢ゆ

め

階か
い
ぜ
ん前

の
梧ご

葉よ
う　

已す
で

に
秋し

ゅ
う

声せ
い
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師
が
口
に
し
そ
う
な
若
者
向
き
の
学
問
の
す
す
め
で
あ
る
。
人
間
の

生
命
は
短
い
し
、
ま
た
、
学
問
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、 

一
分
一
秒
の
時
間
も
惜
し
ん
で
勉
強
し
な
さ
い
と
訓
え
て
い
る
。

　

第
三
句
と
第
四
句
は
具
体
的
な
比
喩
が
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
。

若
さ
を
む
さ
ぼ
り
楽
し
ん
で
い
る
う
ち
に
秋
風
が
吹
い
て
き
て
人
生

は
終
わ
り
に
近
づ
く
の
で
す
よ
と
諭
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
勧か

ん
が
く学
の

詩
と
し
て
最
も
親
し
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
の
第
三
・
第
四
句
は
春
と
秋
の
風
景
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ぞ
か
せ

て
い
る
。
春
は
池
辺
の
草
花
、
秋
は
桐
の
葉
を
吹
き
鳴
ら
す
風
の
声

で
詩
の
情
緒
を
盛
り
上
げ
て
い
る
。
葉
は
や
が
て
秋
風
に
よ
っ
て
散

ら
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
過
ぎ
行
く
時
間
を
惜
し
む
と
い

う
意
味
で
、
油
断
を
し
て
い
る
と
、
何
時
し
か
白
髪
の
老
人
に
成
っ

て
し
ま
う
。
十
分
の
勉
学
に
い
そ
し
め
な
か
っ
た
と
後
悔
す
る
事
の

無
い
よ
う
に
戒
め
て
い
る
。

【
作　
者
】
宋
代
詩
人

朱し
ゅ
熹き

（
一
一
三
〇
〜
一
二
〇
〇
）

　
南
宋
の
哲
学
者
。
朱
子
学
の
創
始
者
。
字
は
仲ち

ゅ
う

晦か
い

ま
た
元げ

ん
か
い晦
。
名

は
熹き

。
号
は
晦か

い
あ
ん庵
・
晦か

い
お
う翁
・
遯と

ん
お
う翁
・
考こ

う
て
い亭
・
紫し

陽よ
う

な
ど
。
朱
子
は
そ

の
尊
号
で
あ
る
。
本
籍
は
安あ

ん

徽き

省し
ょ
う

婺む

源げ
ん

（
江
西
省
）
だ
が
、
実
際

に
生
ま
れ
育
っ
た
の
は
福
建
省
建け

ん

州し
ゅ
う

、
尤ゆ
う
け
い渓

で
あ
っ
た
。
詩
人
と
し

て
知
ら
れ
た
父
の
朱し

ゅ

松し
ょ
う

は
、
金き

ん

と
の
和わ

ぎ議
に
反
対
し
て
中
央
官
界
か

ら
追
放
さ
れ
た
。
十
四
歳
で
父
を
失
い
、
母
の
訓く

ん
い
く育
に
よ
っ
て
勉
強

し
た
。
そ
の
努
力
が
実
り
、
紹し

ょ
う

興こ
う

十
八
年
（
一
一
四
八
）
十
九
歳
に

し
て
進
士
科
に
合
格
。
李り

延え
ん
ね
ん年
に
師
事
し
た
。
福
建
省
同
案
の
主し

ゅ

簿ぼ

と
な
っ
た
が
、
在
任
四
年
で
帰
郷
し
て
母
を
養
い
、
暇
を
見
て
は
李り

延え
ん
ね
ん年
を
訪
ね
て
疑
を
質
し
た
。
家
居
す
る
こ
と
二
十
年
、
そ
の
後
、

淳じ
ゅ
ん

熙き

二
年
（
一
一
七
五
）
呂り

ょ

祖そ

謙け
ん

と
と
も
に
「
近き

ん

思し

録ろ
く

」
を
編へ

ん
さ
ん纂
。

ま
た
、陸り

く

九き
ゅ
う

淵え
ん（
陸り

く

象し
ょ
う

山ざ
ん

）兄
弟
と
鵝が

こ

じ
湖
寺（
江
西
省
鉛
山
県
に
あ
り
）

で
論ろ

ん
そ
う争
し
た
が
、
互
い
に
自
説
を
主
張
し
て
譲ゆ

ず

ら
な
か
っ
た
。
同
五

年
（
一
一
七
八
）
陶と

う
え
ん
め
い

淵
明
の
故
郷
で
あ
る
江
西
省
南な
ん
こ
う
ぐ
ん

康
軍
（
江
西
省

星
子
県
）
の
知
事
と
な
り
、
初
唐
の
賢け

ん
じ
ん人
李り

渤ぼ
つ

の
白は

く
ろ
く
と
う
し
ょ
い
ん

鹿
洞
書
院
を
復

興
し
て
学が

く
そ
く則
を
制せ

い
て
い定
し
た
。
同
八
年
（
一
一
八
一
）
提て

い
き
ょ挙
両り

ょ
う

浙せ
っ
と
う東
路ろ

常じ
ょ
う

平へ
い

茶さ

塩え
ん

公
事
に
命
ぜ
ら
れ
、
浙せ

っ
と
う東
地ち

方ほ
う

に
起
こ
っ
た
大だ

い

飢き

饉き
ん

を
適

切
な
処し

ょ

置ち

で
救
済
し
た
。
ま
た
湖
南
省
の
刑
獄
公
事（
警
察
庁
長
官
）

も
つ
と
め
た
。

　

慶
元
元
年
（
一
二
〇
〇
）
病
を
も
っ
て
没
す
。
享
年
七
十
一
歳
。

宝ほ
う

謨ぼ

閣か
く

学
博
士
を
贈
ら
れ
、
文
公
と
諡

お
く
り
な

名
さ
れ
た
。
世
に
朱し

ゅ
ぶ
ん
こ
う

文
公
と

い
わ
れ
る
。

【
備　
考
】

　
同
趣
旨
の
古
詩
が
「
古
文
前
集
」
の
中
に
「
勧
学
文
」
と
し
て
有

り
又
本
会
で
は
教
本
Ａ
に
、「
勧
学
」
の
詩
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

二
首
と
も
に
こ
の
詩
を
味
わ
う
と
作
者
の
考
え
方
も
よ
り
伝
わ
る
と

思
わ
れ
る
の
で
改
め
て
紹
介
す
る
。
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勸
學
文	

　
朱
　
熹
　
　
　
　
勧
学
文 　
　
朱　
熹

　
勿
謂
今
日
不
學
而
有
來
日　
謂い

う
勿な

か
か
れ
今
日
学
ば
ず
し
て
来
日
有
り
と

　
勿
謂
今
年
不
學
而
有
來
年　
謂い

う
勿な

か
か
れ
今
年
学
ば
ず
し
て
来
年
有
り
と

　
日
月
逝
矣
歳
不
我
延
　
　　
日
月
逝ゆ

き
ぬ
歳
我
と
延
び
ず

　
嗚
呼
老
矣
是
誰
之
愆
　
　　
嗚
呼
老
い
た
り
是
れ
誰
の
愆

あ
や
ま
ちぞ
や

　
　
勸
　
學	

　
陶
淵
明
　
　
　
勧　
学 　
陶
淵
明

　
盛
年
不
重
來　
　
盛せ

い
ね
ん年
重
ね
て
来
た
ら
ず

　
一
日
難
再
晨　
　
一い

ち
じ
つ日
再ふ

た
た

び
晨あ

し
た

成
り
難
し

　
及
時
當
勉
勵　
　
時
に
及
ん
で
当
に
勉べ

ん
れ
い励
す
べ
し

　
歳
月
不
待
人　
　
歳
月
は
人
を
待
た
ず

「
通
　
訳
」

今
日
学
ば
ず
と
も
明
日
が
あ
る
と
言
っ
て
は
な
ら
な
い
。

今
年
学
ば
な
く
て
も
来
年
が
あ
る
と
言
っ
て
は
な
ら
な
い
。

月
日
は
過
ぎ
て
延
し
て
は
く
れ
な
い
。

あ
ゝ
い
つ
の
間
に
か
自
分
も
年
老
い
て
し
ま
っ
た
。
一
体
こ
れ
は
誰

の
誤
り
で
あ
る
か
。

【
参　
考
】

　
「
偶
成
」
の
作
者
が
朱
熹
で
は
な
い
と
い
う
異
論
が
あ
る
が
…

　

朱
熹
の
詩
文
集
に
は
こ
の
作
品
「
偶
成
」
が
見
当
た
ら
な
い
。

そ
の
こ
と
は
か
な
り
以
前
か
ら
あ
る
。
平
成
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、

近
世
以
前
の
い
く
つ
か
の
詩
文
集
に
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
詩
が
、
異
な

る
題
と
作
者
名
を
伴
っ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
話
題
に
な
っ
て

い
る
。

　

し
か
し
、
作
者
云
々
に
つ
い
て
、
関
吟
総
本
部
で
は
も
ち
ろ
ん
、

吟
界
全
般
に
は
朱
熹
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
ま
ま
朱
熹
と
し

て
お
く
。

　
尚
、
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
専
門
家
に
任
せ
た
い
。

朱　熹

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一




