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「
盜
跖
と
孔
子
と
問
答
の
事
」（「
宇
治
拾
遺
物
語
」）

　
今
は
昔
、
唐
土
に
柳
下
惠
と
い
ふ
賢
く
て
人
々
か
ら
尊
敬
さ
れ
て
ゐ
る
男
が
ゐ
た
が
、
そ
の
弟
は
盜た

う

跖せ
き

と
い

ふ
大
盜
賊
で
、
大
勢
の
惡
黨
を
手
下
に
し
て
「
よ
か
ら
ぬ
こ
と
の
か
ぎ
り
を
好
み
て
過
」
し
て
ゐ
た
。

或
時
、
柳
下
惠
は
衜
で
孔
子
に
出
逢
つ
た
。
舍
弟
殿
が
「
惡
し
き
こ
と
の
か
ぎ
り
を
好
み
て
、
多
く
の
人
を

嘆
か
」
せ
て
ゐ
る
が
、
何
故
止
め
さ
せ
な
い
の
か
、
と
孔
子
が
問
ふ
と
、
聞
入
れ
る
樣
な
弟
で
は
な
く
、
嘆
く

し
か
な
い
有
樣
で
す
、
と
柳
下
惠
が
答
へ
た
。
そ
れ
な
ら
自
分
が
敎
へ
諭
し
て
や
ら
う
と
孔
子
が
云
ふ
と
、
ど

ん
な
敎
へ
に
も
從
ふ
男
で
は
な
い
、「
か
へ
り
て
惡
し
き
こ
と
出
で
來
な
ん
」、
お
止
め
な
さ
い
と
柳
下
惠
は
云

ふ
が
、
孔
子
は
、「
人
の
身
を
得
た
る
者
」
な
ら
ば
い
か
な
惡
人
で
も
「
よ
き
こ
と
を
言
」
は
れ
て
從
ふ
事
も

あ
る
も
の
、
ま
あ
、
御
任
せ
あ
れ
、
さ
う
云
つ
て
盜
跖
の
許
に
赴
い
た
。

孔
子
は
盜
跖
の
棲
家
の
歬
で
「
魯
の
孔
子
と
い
ふ
者
な
ん
參
り
た
る
」
と
云
つ
て
面
會
を
求
め
た
。
盜
跖

が
「
音
に
聞
く
人
な
り
。
何
事
に
よ
り
て
來
た
れ
る
ぞ
。
人
を
敎
ふ
る
人
と
聞
く
。
わ
れ
を
敎
へ
に
來
た
れ
る
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か
。
わ
が
心
に
か
な
は
ば
、
用
ひ
ん
」、
適
は
ざ
れ
ば
身
體
を
切
刻
ん
で
く
れ
る
、
と
大
聲
で
云
ひ
放
つ
た
時

の
形
相
の
、「
か
く
ば
か
り
恐
ろ
し
き
者
」
と
は
孔
子
は
つ
い
ぞ
思
は
な
か
つ
た
か
ら
、
肝
を
消
し
て
震
へ
上

る
が
、
堪
へ
て
云
つ
た
。
人
た
る
者
は
「
衜
理
を
も
ち
て
身
の
餝
り
と
し
、
心
の
掟
」
と
爲
し
、
上
を
敬
ひ
下

を
哀
れ
ま
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、「
心
の
ほ
し
き
ま
ま
に
、
惡
し
き
こ
と
を
の
み
事
と
す
る
」
は
、
今
は
良
く
て

も
「
終
り
惡
し
き
も
の
」
な
の
だ
か
ら
、「
人
は
よ
き
に
隨
ふ
を
よ
し
と
す
」。

す
る
と
盜
跖
が
呵
々
大
笑
し
て
云
つ
た
。「
な
ん
ぢ
が
い
ふ
こ
と
ど
も
、
一
つ
も
當
ら
ず
」、
昔
の
伯は

く

夷い

叔
し
ゆ
く

齊せ
い

の
如
き
「
世
に
賢
き
人
」
は
餓
死
し
た
し
、
汝
の
最
愛
の
弟
子
の
顏
囘
は
「
不
幸
に
し
て
命
短
し
」、
や
は

り
汝
の
高
弟
の
子
路
は
衞
の
國
で
殺
さ
れ
た
。
し
て
み
れ
ば
、「
賢
き
輩
は
、
つ
ひ
に
賢
き
こ
と
も
な
し
。
わ

れ
ま
た
惡
し
き
こ
と
を
好
め
ど
、
災
、
身
に
來
た
ら
ず
」。
そ
れ
に
、
惡
事
も
善
事
も
世
人
が
謗
つ
た
り
褒
め

た
り
す
る
の
は
精
々
四
五
日
に
過
ぎ
ぬ
、
さ
れ
ば
「
わ
が
好
み
に
隨
ひ
て
ふ
る
ま
ふ
べ
き
な
り
」。
然
る
に
汝

は
世
を
憚
り
上
を
恐
れ
な
が
ら
、
二
度
も
祖
國
の
魯
を
追
は
れ
、
衞
の
國
に
も
ゐ
ら
れ
な
い
爲
體
、「
な
ど
賢

か
ら
ぬ
。
な
ん
ぢ
が
言
ふ
と
こ
ろ
、
ま
こ
と
に
愚
か
な
り
。
す
み
や
か
に
走
り
歸
り
ね
。
一
つ
も
用
ふ
る
べ
か

ら
ず
」。

さ
う
云
は
れ
て
孔
子
は
抗
辯
出
來
ず
、
走
り
出
て
馬
に
乘
ら
う
と
す
る
が
、
餘
程
怯
え
て
ゐ
た
の
か
、
轡く

つ
わを
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二
度
取
り
外
し
、
鐙あ

ぶ
みを

頻
り
に
踏
み
外
し
た
。
世
人
は
こ
れ
を
「
孔
子
倒
れ
す
」
と
評
し
た
。

鐮
倉
時
代
初
朞
の
成
立
と
さ
れ
る
、「
宇
治
拾
遺
物
語
」
全
一
九
七
話
中
最
後
の
話
で
あ
る
。
中
程
の
第

九
十
話
に
も
、
自
分
は
世
の
政
治
を
正
す
爲
に
行
動
し
て
ゐ
る
と
語
る
孔
子
が
、「
痴
れ
者
」
奴
が
と
老
翁
に

嘲
ら
れ
て
、
そ
の
後
姿
を
拜
む
話
が
あ
る
。
物
語
全
體
の
中
の
樞
要
な
位
置
に
孔
子
を
虛こ

假け

に
す
る
話
を
布

置
し
た
の
に
は
、
無
論
、
作
者
の
强
い
意
圖
が
籠
め
ら
れ
て
ゐ
よ
う
。
事
實
、「
わ
が
好
み
に
隨
ひ
て
ふ
る
ま

ふ
」
者
逹
の
笑
ひ
話
に
馬
鹿
話
、
と
ん
で
も
な
く
尾
籠
な
話
に
數
多
い
好
色
話
の
類
こ
そ
は
「
宇
治
拾
遺
」
の

著
し
い
特
色
に
他
な
ら
ず
、「
身
の
餝
り
」
や
「
心
の
掟
」
を
か
な
ぐ
り
捨
て
た
、
愚
か
し
け
れ
ば
愚
か
し
い

儘
の
、
弱
け
れ
ば
弱
い
儘
の
、
下
半
身
の
持
主
た
る
在
る
が
儘
の
人
間
の
、
と
い
ふ
よ
り
も
日
本
人
の
姿
が
頗

る
大
ら
か
に
描
か
れ
て
ゐ
る
。
地
藏
信
仰
や
觀
音
信
仰
に
纏
は
る
話
も
少
く
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
現
世
利
益
を

專
ら
と
す
る
卽
物
的
な
信
仰
の
在
り
方
を
描
く
も
の
が
殆
ど
だ
し
、
地
藏
も
觀
音
も
甚
だ
寬
大
で
あ
つ
て
、
第

八
十
三
話
の
樣
に
、
罪
人
を
赦
す
閻え

ん

魔ま

の
正
體
が
實
は
地
藏
だ
つ
た
と
い
ふ
話
迄
あ
る
。
詰
り
「
宇
治
拾
遺
」

の
世
界
で
は
衜
德
も
宗
敎
も
殆
ど
嚴
し
さ
を
要
求
さ
れ
な
い
。
何
の
事
は
な
い
、
目
に
見
え
ぬ
物
へ
の
畏
怖
の

念
を
失
つ
た
、
今
の
我
々
に
こ
そ
一
番
馴
染
み
深
い
世
界
で
は
な
い
か
。（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）


