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「
論
語
」

お
金
に
ま
つ
わ
る
孔
子
の
教
え

論
語
は
、
中
国
の
春
秋
時
代
、
紀
元
前
6
世
紀
か

ら
5
世
紀
に
生
き
た
孔
子
と
そ
の
教
え
を
受
け
た
弟

子
の
言
葉
や
問
答
を
集
め
た
中
国
の
書
物
で
す
。
全

20
編
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
道
徳
や
礼
儀
、
政
治
、

学
問
や
人
と
し
て
の
生
き
方
に
つ
い
て
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。『
義
を
見
て
せ
ざ
る
は

勇
な
き
な
り
』
な
ど
、
現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
も

生
き
方
の
指
針
と
な
る
有
名
な
言
葉
が
数
多
く
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
中
に
は
、
今
も
昔
も
人
生
と
は
切
っ

て
も
切
れ
な
い
お
金
に
関
す
る
教
え
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。

例
え
ば
、

『
君
子
は
義
に
喩さ
と
り
、
小
人
は
利
に
喩
る
』

と
い
う
教
え
は
、

「
君
子
は
正
し
い
道
か
ど
う
か
、
小
人
は
損
得
で
物
事

を
判
断
す
る
」

と
い
う
意
味
で
す
が
、
会
社
の
社
長
さ
ん
の
座
右

の
銘
に
よ
く
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
儲
け
る
こ
と
ば

か
り
に
懸
命
に
な
り
、
誠
実
に
商
売
す
る
こ
と
を
疎

か
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
、
経
営
上
の
教

え
と
解
釈
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

ま
た
、

『
疏そ
し食
を
飯く

ら
い
水
を
飲
み
、
肱ひ

じ
を
曲
げ
て
是こ

れ
を
枕
と

す
。
楽
し
み
亦ま
た

其
の
中
に
在
り
。
不
義
に
し
て
富
み

且か

つ
貴た

っ
とき

は
、
我
に
於お

い
て
浮ふ

う
ん雲

の
如ご

と
し
』

こ
れ
は
、

「
粗
末
な
食
事
を
食
べ
て
肘
を
枕
に
眠
る
、
そ
ん
な
生

活
の
中
に
も
喜
び
は
あ
る
。
不
正
に
金
を
儲
け
て
高

い
地
位
を
得
る
、
そ
ん
な
生
き
方
は
浮
雲
の
よ
う
に

は
か
な
く
感
じ
ら
れ
る
」

と
い
っ
た
内
容
で
す
が
、
正
し
く
志
を
持
っ
て
生

き
れ
ば
、
貧
し
く
と
も
ハ
ッ
ピ
ー
で
あ
る
と
喝
破
し

て
い
ま
す
。

他
方
で
、

『
富
と
貴た
っ
とき

と
は
、
是こ

れ
人
の
欲
す
る
と
こ
ろ
な
り
。

其
の
道
を
以
て
こ
れ
を
得
ざ
れ
ば
、
処お

ら
ざ
る
な
り
」

と
い
う
言
葉
は
、

「
財
産
と
高
い
身
分
は
誰
で
も
欲
し
が
っ
て
当
然
で
あ

る
。
し
か
し
、
人
と
し
て
正
し
い
道
を
経
た
結
果
で
な

け
れ
ば
、
何
の
価
値
が
あ
る
と
い
う
の
か
」

と
、
人
が
地
位
や
お
金
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
自

体
は
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
す
ん
な
り
認
め
て
い

ま
す
。

人
の
世
の
現
実
を
理
解
し
た
う
え
で
、
正
し
く
生

き
る
こ
と
を
説
く
「
論
語
」。
そ
れ
が
、
い
つ
の
時
代

も
色
あ
せ
ず
、
私
た
ち
現
代
人
の
心
に
も
響
く
理
由

な
の
で
し
ょ
う
。

古
今
東
西
、昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
お
と
ぎ
話
か
ら
現
代
の
映
画

や
マ
ン
ガ
ま
で
、お
金
や
経
済
に
ま
つ
わ
る
物
語
は
数
え
切
れ
な
い
ほ

ど
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

今
回
は
、中
国
か
ら
３
世
紀
に
伝
わ
っ
た
と
い
わ
れ
、日
本
文
化
に
も

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る「
論
語
」を
取
り
上
げ
ま
す
。
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