

【
徳
と
力
と
富
の
必
然
・
・
・
】 

「
３
月
」
の
声
を
聞
く
と
、
高
校
・

大
学
入
試
の
時
期
、
そ
し
て
年
度
末

だ
な
ぁ
と
思
い
に
耽
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
『
昨
日
を
悔
い
ず
・
明
日
を
恐
れ

ず
・
今
日
を
楽
し
む
』
。「
今
」
と
い
う

「
今
」
を
充
実
さ
せ
て
、
な
ん
と
な

く
明
日
が
楽
し
み
に
な
る
よ
う
な
、

そ
ん
な
時
を
一
刻
、
一
刻
大
切
に
し

た
い
も
の
で
す
。 

さ
て
、
中
国
に
『
孟
子

も

う

し

』
と
い
う

儒
家
に
属
す
る
思
想
家
が
お
り
ま
し

た
。
彼
は
前
３
７
２
～
前
２
８
９
の

８
４
年
間
を
、
人
は
生
ま
れ
な
が
ら

に
し
て
道
徳
性
を
具
え
、
善
を
直
覚

で
き
る
と
し
て
性
善
説
を
と
な
え
、

そ
の
立
場
に
立
っ
て
王
道
政
治
を
説

き
示
さ
れ
た
方
で
あ
り
ま
し
た
。 

そ
の
『
孟
子
』
の
言
葉
の
中
に
「
力

を
以
て
人
を
服
す
る
者
は
、
心
服
す
る

に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
、
私
の
最

も
好
き
な
言
葉
の
１
つ
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
言
葉
の
意
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

「
力
ず
く
で
人
を
服
従
さ
せ
て
も
、

服
従
さ
せ
ら
れ
た
者
は
心
か
ら
服
従

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
反

抗
す
る
力
が
足
り
な
い
か
ら
心
な
ら



ず
も
服
従
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
の

意
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
も
し
後
に

力
が
つ
け
ば
、
反
抗
す
る
こ
と
に
な
る

で
し
ょ
う
。

こ
れ
と
は
反
対
に
、
徳
に
よ
っ
て
人

を
服
従
さ
せ
る
と
、
人
々
は
心
の
底
か

ら
喜
ん
で
服
従
し
ま
す
。 

ま
た
孟
子
は
、「
力
に
よ
っ
て
服
従
さ

せ
ら
れ
た
人
達
は
派
手
に
振
る
ま
い
興

じ
て
い
る
が
、
徳
に
よ
っ
て
従
っ
て
い

る
人
々
は
の
び
の
び
と
し
て
自
ら
満
足

し
て
い
る
。 

ま
た
、
力
に
よ
っ
て
服
従
さ
せ
た
人

間
の
政
治
は
、
人
気
取
り
の
た
め
に
目

立
っ
た
振
る
舞
い
を
す
る
が
、
そ
の
場

限
り
で
永
続
き
は
し
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
徳
に
よ
る
者
は
小
細
工
な
ど
を

し
な
く
て
も
、
そ
の
恩
恵
が
自
然
に

人
々
に
行
き
渡
り
、
無
理
が
な
い
の
で

永
続
き
す
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

近
世
の
英
雄
な
ど
と
い
わ
れ
た
毛
沢

東
も
、「
人
を
服
さ
せ
る
に
は
説
得
す
る

よ
り
他
な
く
、
威
圧
的
に
屈
服
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
。
威
圧
す
れ
ば
結
局
は
圧

す
れ
ど
服
さ
ず
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
が
常
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

先
日
、
あ
る
工
場
主
を
務
め
て
い
る

友
人
と
話
し
合
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ

り
ま
す
。

そ
の
工
場
は
数
１
０
人
の
工
員
を
部
下

と
し
て
経
営
し
て
い
ま
し
た
が
、
経
営

内
容
は
あ
ま
り
上
等
と
は
言
え
な
い
も

の
で
し
た
。

「
こ
の
頃
の
工
員
は
口
先
は
一
人
前
だ

が
仕
事
は
半
人
前
。
何
と
か
叩
き
直
そ

う
と
思
っ
て
、
軍
隊
式
に
厳
し
く
指
導

し
て
い
た
の
で
す
。
軍
隊
式
と
は
、
片

っ
ぱ
し
か
ら
ど
な
り
つ
け
た
り
、
時
に

は
鉄
拳
さ
え
見
舞
っ
て
い
る
有
り
様
で

し
た
」
と
得
々
と
言
っ
て
い
た
の
、
私

は
こ
う
い
う
話
を
し
ま
し
た
。 

「
今
は
５
０
人
程
度
の
部
下
だ
か
ら
そ

う
い
う
教
育
も
で
き
る
け
ど
、
１
０
倍

の
５
０
０
人
の
社
員
に
な
っ
た
ら
ど
う

し
ま
す
か
、
そ
し
て
更
に
大
き
な
大
工

場
に
な
っ
た
時
は
マ
イ
ク
で
も
使
っ
て

ど
な
っ
た
り
、
鉄
拳
制
裁
を
加
え
ま
す

か
？
っ
て
。
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
そ

ん
な
事
を
し
て
い
た
ら
、
こ
ち
ら
の
体

の
方
が
打
ち
の
め
さ
れ
ま
す
よ
（
笑
）
。

そ
れ
よ
り
も
社
長
は
社
員
に
対
し
て
無

言
で
、
５
０
人
ど
こ
ろ
か
５
０
０
０
人

の
社
員
を
喜
ん
で
働
か
せ
る
こ
と
を
考

え
る
べ
き
で
は
な
い
で
す
か

？
」
と
。

 

昔
か
ら
名
君
、
賢
主
と
い
う
も
の
は

「
無
為
に
し
て
化
し
た
」
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
何
も
し
な
い
で
人
々

を
感
化
し
、
従
わ
せ
た
と
い
う
こ
と
で



す
。
ま
さ
に
理
想
で
す
ね
。
う
～
ん

素
晴
ら
し
い
。

孟
子
に
続
い
て
『
荀
子
』
を
紹
介

し
ま
す
。
荀
子
は
戦
国
時
代
の
思
想

家
で
、
孟
子
の
性
善
説
を
批
判
し
て

性
悪
説
を
と
な
え
ら
れ
た
方
で
す
。

性
悪
説
と
は
人
間
の
天
性
は
悪
だ
が
、

後
天
的
努
力
、
つ
ま
り
人
為
を
積
み

重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
矯
正
で
き
る

と
し
て
、
礼
・
義
に
よ
る
人
間
規
制

を
重
く
み
た
方
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
『
荀
子
』
の
書
に
他
国
を
併
合
す

る
３
つ
の
方
法
を
上
げ
て
い
ま
す
。 

１
つ
は
徳
に
よ
る
併
合
。

２
つ
に
力
に
よ
る
併
合
。

３
に
富
に
よ
る
併
合
で
あ
り
ま
す
。 

『
荀
子
』
の
書
に
は
そ
れ
ぞ
れ
３
つ

の
併
合
の
仕
方
、
そ
し
て
そ
の
併
合

の
結
果
が
詳
し
く
示
さ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
紙
幅
の
関
係
上
詳
細
は
省
か

せ
て
頂
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ

れ
の
併
合
の
結
果
の
み
ご
紹
介
さ
せ

て
頂
き
ま
す

。 

『
徳
に
よ
っ
て
併
合
す
れ
ば
王
者
に
な
る
』 

『
力
に
よ
っ
て
併
合
す
れ
ば
弱
く
な
る
』

『
富
に
よ
っ
て
併
合
す
れ
ば
貧
し
く
な
る
』

と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

カ
ネ
ノ
ア
ル
ウ
チ
ハ
、
チ
ャ
ラ
チ
ャ

ラ
ト
、
カ
ネ
ガ
ナ
ク
ナ
リ
ャ
ス
テ
タ




ガ
ル
と
い
う
歌
が
あ
り
ま
し
た
（
笑
）
。

林
が
深
け
れ
ば
多
く
の
鳥
が
棲
み
つ

き
、
川
が
広
け
れ
ば
大
き
な
魚
も
多

く
集
ま
っ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
徳
の
あ
る
人
に
は
多
く
の

人
が
集
ま
っ
て
き
て
離
れ
る
こ
と
は

な
い
。
権
力
も
振
る
わ
ず
、
カ
ネ
も

出
さ
ず
、
人
材
を
集
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
様
に
考
え
る
と
、
徳
は

得
に
も
通
じ
て
い
る
事
も
理
解
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

今
月
も
迷
わ
ず
一
道
を
進
み
ま
し
ょ

う
ネ
。 

合
掌 

 

副
住
職 

谷
川 

寛
敬


