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三
十
三 

偉
大
な
師
へ
の
手
紙 

 

師
よ
、
あ
な
た
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
『
実
践
理
性
批
判
』
と
を
再
読
し
ま
し
た
。
わ
た
し
の
理
解

が
不
十
分
な
こ
と
は
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
で
す
し
、
当
代
の
優
れ
た
人
た
ち
の
よ
う
な
目
覚
ま
し
い
解
釈

を
得
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
哲
学
書
を
読
ん
で
も
「
は
た
か
ら
与
え
ら
れ
た
歴
史
的
な
認

識
に
し
か
到
達
で
き
な
い
」
、
「
哲
学
は
、
学
習
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
哲
学
に
お
い
て
は
、
理
性
に

関
す
る
事
柄
を
せ
い
ぜ
い
哲
学
的
に
思
索
す
る
こ
と
を
学
び
得
る
だ
け
で
あ
る
」
、
と
い
う
あ
な
た
の
訓

戒
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
が
思
索
し
て
も
き
っ
と
、
哲
学
的
な
思
索
か
ら
遠
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で

も
、
あ
な
た
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
理
性
の
本
性
」
が
わ
ず
か
な
理
性
し
か
持
ち
あ
わ
せ
な
い
者
に
も

思
索
を
促
し
ま
す
。
い
く
つ
か
考
え
た
こ
と
を
、
問
い
か
け
の
つ
も
り
で
書
き
と
め
て
み
ま
す
。 

  

世
界
を
知
ろ
う
と
す
る
の
に
、
ま
ず
人
間
の
認
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
着
目
さ
れ
た
あ
な
た
の
慧

眼
は
や
は
り
感
歎
す
べ
き
も
の
で
す
。
今
も
、
し
ば
し
ば
こ
の
出
発
点
に
立
ち
戻
る
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
も
つ
感
性
・
悟
性
・
判
断
力
・
理
性
を
精
確
に
区
別
し
て
そ
の
働
き
を
識
る
こ
と
、

そ
れ
に
よ
っ
て
直
観
・
認
識
・
判
断
・
推
理
そ
の
他
を
正
し
く
働
か
せ
る
こ
と
、
概
念
の
形
成
や
構
成
・
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総
合
な
ど
の
論
理
の
運
用
を
誤
ら
な
い
こ
と
な
ど
な
ど
、
事
物
を
認
識
す
る
の
に
わ
た
し
の
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
数
多
く
あ
る
こ
と
を
識
ら
さ
れ
ま
す
。
あ
な
た
は
、
人
間
が
感
性
に
よ
っ
て
現
象

を
直
観
す
る
と
き
す
で
に
空
間
と
時
間
と
い
う
形
式
に
従
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
悟
性
に
す
で
に
備
わ
っ
て

い
る
体
系
を
形
づ
く
る
論
理
形
式
＝
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
て
認
識
す
る
の
だ
、
と
さ
れ
ま
す
。
し
か
も
そ

れ
ら
の
能
力
は
、
ど
ん
な
事
物
か
を
経
験
す
る
前
に
も
と
も
と
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。 

 

あ
な
た
の
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
の
か
な
め
に
あ
る
こ
の
先
験
的
認
識
の
考
え
方
は
、
人
間
の
認

識
を
確
実
に
論
じ
る
た
め
の
方
法
だ
と
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
ま
す
が
、
ま
ち
が
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

あ
な
た
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
学
の
成
功
を
知
っ
て
哲
学
の
道
に
進
ま
れ
た
と
聞
い
て
、
そ
う
感
じ
る
の
で

す
。
初
期
の
天
文
学
に
か
か
わ
る
仕
事
で
、
星
雲
か
ら
太
陽
系
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
、
銀
河
系
は
重
力

に
よ
る
恒
星
の
集
合
で
円
盤
状
だ
ろ
う
と
推
論
さ
れ
た
と
聞
け
ば
、
あ
な
た
は
批
判
哲
学
の
方
法
的
足
場

と
し
て
観
念
論
的
考
察
か
ら
始
め
た
と
い
っ
そ
う
感
じ
ま
す
。
わ
た
し
に
は
、
自
然
の
研
究
に
踏
み
こ
む

こ
と
は
、
モ
ノ
自
体
は
結
局
の
と
こ
ろ
認
識
で
き
な
い
と
考
え
る
に
し
て
も
、
「
人
間
の
認
識
が
現
象
を

構
成
す
る
の
だ
」
と
す
る
立
場
を
超
過
す
る
意
欲
を
含
ん
で
い
る
と
思
え
る
か
ら
で
す
。 

  

残
る
と
こ
ろ
な
く
取
り
上
げ
綿
密
に
論
じ
る
す
べ
て
を
わ
た
し
は
と
て
も
把
握
し
き
れ
ま
せ
ん
が
、
あ

な
た
は
実
在
を
否
定
さ
れ
な
い
の
で
す
か
ら
、
原
理
論
の
第
一
部
門
「
先
験
的
感
性
論
」
は
、
観
念
論
的
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な
言
い
方
を
や
め
て
唯
物
論
的
に
と
ら
え
な
お
せ
ば
、
現
代
の
自
然
科
学
者
に
も
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
。
第
二
部
門
「
先
験
的
論
理
学
」
も
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
と
こ
ろ
ま
で
語
り
尽
く
さ
れ
た

あ
と
で
は
、
そ
れ
以
前
の
人
た
ち
の
求
め
た
こ
と
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
っ
た
か
が
明
ら
か
で
す
。
確
実
な

認
識
に
は
限
界
が
あ
っ
て
理
性
は
経
験
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
論
に
、
真
っ
向
か
ら
反
論

で
き
る
人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
啓
蒙
の
時
代
は
進
展
し
て
、
人
間
の
知
性
は
あ
な
た
の
議
論
の
指
し
示

す
方
向
に
向
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
以
後
、
あ
な
た
の
考
察
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
た
哲
学
者
た
ち
を
例
外
と
し
て
、
多
く
の
知
性
的
な
人
々
の
考
察
は
経
験
に
つ
な
が
る
テ
ー
マ

の
議
論
や
学
問
に
向
っ
た
、
と
す
る
の
は
言
い
す
ぎ
で
し
ょ
う
か
。 

  

し
か
し
、
あ
な
た
は
、
古
来
賢
人
た
ち
の
尊
重
し
た
理
念
が
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
終
わ
る
と
い
う
結
論
で

切
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
因
果
の
系
列
と
し
て
あ
る
世
界
（
自
然
界
、
経
験
界
）
で
、

す
べ
て
の
系
列
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
認
識
し
尽
く
す
こ
と
、
そ
れ
は
理
性
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
欲
求
で
す
。

と
り
わ
け
整
然
と
し
た
あ
な
た
の
知
性
は
、
考
察
の
全
体
が
完
全
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ず
に
は
い
ま
せ
ん
。

そ
の
極
限
ま
で
行
き
着
け
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
ば
か
り
な
の
に
、
あ
な
た
は
、
知
識
の
体
系
を
ど
こ
ま

で
も
遡
及
す
る
人
間
の
営
み
を
補
完
す
る
た
め
に
、
統
整
的
原
理
を
要
請
し
ま
す
。 

 

そ
れ
は
、
あ
な
た
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
可
想
的
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
あ
な
た
に
は
す
く
い
取
ら
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
人
間
は
、
真
に
生
き
る
た
め
に
、
自
分
の
行
為
を
自
由

に
選
び
と
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
誰
も
が
心
の
ど
こ
か
で
思
い
描
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の
理

想
は
、
必
然
性
が
貫
い
て
い
る
自
然
（
人
間
を
含
む
）
に
お
い
て
。
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る
か
。

あ
な
た
は
、
経
験
的
自
然
か
ら
遊
離
せ
ず
に
人
間
の
実
践
を
見
つ
め
ま
す
。
人
は
意
志
し
て
行
為
し
ま
す
。

そ
の
意
志
を
、
自
然
の
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
ず
に
決
定
で
き
た
ら
、
そ
れ
が
人
の
望
み
う
る
自
由
で
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
の
意
志
は
各
人
に
か
っ
て
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
万
人
に
普
遍
的
な
原
理
に
則

っ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
あ
な
た
は
、
自
由
と
表
裏
を
な
す
道
徳
的
法
則
を
提
唱
し

ま
す
。
こ
の
法
則
は
、
自
然
の
必
然
性
を
失
効
さ
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
か
ら
、
自
然
に
か
か
わ
る
実
質
を

伴
わ
な
い
形
式
的
な
法
と
し
て
宣
言
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
、
不
十
分
な
が
ら
わ
た
し
に
で
き
た
理
解
で
す
。

わ
た
し
は
、
こ
こ
ま
で
の
あ
な
た
の
考
え
を
す
べ
て
受
け
入
れ
ま
す
。
あ
な
た
が
定
言
的
命
法
で
定
式
化

さ
れ
た
道
徳
法
則
、 

 
 

君
の
意
志
の
格
率
が
、
い
つ
で
も
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
す
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
。 

を
義
務
と
し
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
に
信
を
捧
げ
ま
し
ょ
う 

  
 

 
 

 

＊ 
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哲
学
者
と
し
て
の
あ
な
た
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
た
ち
の
理
念
を
見
棄
て
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

因
果
の
系
列
を
無
限
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
知
る
た
め
の
心
の
不
死
、
完
全
な
自
由
を
も
つ
叡
智
者
も
し
く
は

因
果
の
系
列
で
あ
る
世
界
を
創
っ
た
根
源
者
ま
で
考
え
尽
そ
う
と
し
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
に
説
い
て
、
不
明

な
わ
た
し
に
得
心
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
で
も
聡
明
な
あ
な
た
は
、
そ
れ
ら
の
理
念
が
、

道
徳
的
法
則
を
よ
く
実
現
す
る
た
め
の
要
請
以
上
の
も
の
だ
と
は
言
わ
れ
ま
せ
ん
。
後
代
の
怜
悧
な
者
が

こ
の
議
論
を
さ
ら
に
続
け
な
く
な
る
だ
ろ
う
こ
と
を
、
徳
を
求
め
て
や
ま
な
い
あ
な
た
に
は
、
考
え
る
い

と
ま
も
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

ご
本
を
読
ん
で
わ
た
し
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
名
を
一
か
所
し
か
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

あ
な
た
の
つ
き
つ
め
た
考
察
が
ど
こ
か
し
ら
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
に
近
接
し
た
と
こ
ろ
を
も
つ
と
感
じ
ま

し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
そ
の
関
連
を
調
べ
た
ら
、
西
洋
に
も
日
本
に
も
関
連
が
あ
る
と
考
え
る
人
が

な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
批
判
書
完
成
ま
で
あ
な
た
は
『
エ
チ
カ
』
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た

と
い
う
の
が
定
説
の
よ
う
で
す
。
あ
な
た
方
の
心
性
が
似
て
い
る
せ
い
で
そ
う
感
じ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

あ
な
た
の
あ
と
、
あ
な
た
の
考
察
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
、
と
く
に
ド
イ
ツ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
は
じ
め
名

だ
た
る
哲
学
者
た
ち
が
続
き
ま
し
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
そ
の
人
た
ち
に
手
が
か
り
を
与
え
た
、
と
い
う
見
方

が
あ
る
よ
う
で
す
。
わ
た
し
の
拙
い
理
解
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
あ
な
た
が
細
心
の
注
意
を
は
ら
っ
て
議

論
し
た
理
念
を
、
歴
史
哲
学
な
ど
で
復
権
し
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
し
た
。
実
際
に
、
二
十
世
紀
の
ド
イ
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ツ
の
哲
学
者
Ｅ
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
、
あ
な
た
以
後
を
詳
し
く
跡
づ
け
て
議
論
し
た
『
認
識
問
題
』
で
、

ド
イ
ツ
観
念
論
の
人
た
ち
が
、
統
整
的
原
理
が
要
請
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
、
理
性
の
限
界
を
超
え
た

と
論
じ
て
い
ま
す
。
こ
う
判
定
す
る
と
、
あ
な
た
が
ま
だ
形
而
上
学
と
呼
ば
れ
た
哲
学
か
ら
自
然
科
学
な

ど
の
分
野
を
分
離
し
て
し
ま
え
ば
、
哲
学
を
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
す
る
人
が
減
っ
た
の
も
う
な
ず
け
る

気
が
し
ま
す
。
も
っ
と
も
、
現
代
で
も
わ
た
し
た
ち
は
、
あ
な
た
の
綿
密
な
議
論
を
自
分
の
も
の
に
で
き

ず
に
、
し
ば
し
ば
迷
妄
に
陥
り
、
当
面
す
る
課
題
に
真
剣
に
取
り
組
む
と
き
で
さ
え
誤
る
の
で
す
。
哲
学

的
に
考
え
る
こ
と
は
な
お
必
要
で
す
ね
。 

  
 

 
 

 

＊ 

 

最
後
に
、
批
判
が
ま
し
い
質
問
を
す
る
こ
と
を
お
許
し
下
さ
い
。
あ
な
た
は
、
人
間
が
現
実
に
ど
の
よ

う
な
行
為
を
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
問
に
道
徳
的
法
則
を
も
っ
て
答
え
ら
れ
た
の
に
、
さ
ら
に
、
心
の
不

死
や
神
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
極
東
の
凡
夫
に
は
、
あ
な
た
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
中

で
、
誰
よ
り
も
徳
と
善
を
求
め
て
生
き
ら
れ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
人
間
の
歴
史
上
、
考
え

ぬ
い
た
上
で
そ
の
よ
う
な
理
念
を
断
念
し
た
人
が
い
ま
す
。
イ
ン
ド
の
古
い
書
物
に
、
仏
教
成
立
以
前
の

ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
言
葉
が
断
片
的
に
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
も
あ
な
た
の
よ
う
に
、 

理
性
の
限
界
を
超
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
因
果
の
系
列
を
無
限
に
さ
か
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の
ぼ
る
こ
と
は
断
念
し
ま
し
た
。
世
界
が
時
間
的
あ
る
い
は
空
間
的
に
無
限
か
有
限
か
を
論
ぜ
ず
、
不
死

の
霊
魂
や
世
界
の
根
源
者
に
つ
い
て
沈
黙
を
通
し
ま
し
た
。
の
ち
に
宗
教
と
な
っ
た
仏
教
を
離
れ
て
考
え

れ
ば
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
断
念
は
、
極
め
て
困
難
な
道
で
は
あ
り
ま
す
が
、
人
間
の
実
践
的

な
生
き
方
と
し
て
成
立
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
乏
し
い
理
性
の
わ
た
し
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
ほ

ど
不
安
定
な
在
り
方
で
す
が
、
こ
の
道
し
か
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
も
し
も
可
能
だ
っ
た
な
ら
、
あ

な
た
の
励
ま
し
の
言
葉
を
聞
き
た
い
の
で
す
。 

  
 

 
 

 

＊ 

 

あ
な
た
の
生
き
ら
れ
た
啓
蒙
の
時
代
を
二
百
数
十
年
過
ぎ
て
、
人
間
の
智
慧
は
進
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。

人
間
の
行
動
の
仕
方
や
社
会
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
は
い
っ
こ
う
に
改
善
が
み
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
な
た

も
関
心
を
お
も
ち
だ
っ
た
宇
宙
に
つ
い
て
の
知
識
は
た
し
か
に
増
え
ま
し
た
。
そ
の
上
、
生
命
の
進
化
論

を
わ
た
し
た
ち
は
真
実
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
あ
な
た
の
据
え
ら
れ
た
観
点
は
そ
れ
に
よ
っ
て
無
意
味
に

さ
れ
は
し
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
現
代
の
宇
宙
論
・
生
命
論
を
包
み
込
ん
で
ど
の
よ
う
な
認
識
論
と
理
性

批
判
を
展
開
さ
れ
る
か
聞
い
て
み
た
い
気
が
し
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
考
え
る
と
き
は
い
つ
も
、
「
残

さ
れ
て
い
る
道
は
、
批
判
的
方
法
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。 
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再
び
あ
な
た
の
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
聴
い
て
、
前
よ
り
も
霧
が
晴
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
や

は
り
わ
た
し
は
、
果
て
を
知
ら
な
い
海
原
に
い
る
の
だ
と
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
満
天
の
星
々

は
ど
の
道
を
進
め
と
具
体
的
に
示
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
た
だ
わ
た
し
の
選
ぶ
進
路
が
命
法
に
従
っ

て
い
る
か
考
え
な
が
ら
進
む
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
忠
告
を
灯
と
し
て
、
た
だ
独
り
歩
む
勇
気
が

保
て
ま
す
よ
う
に
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
一
五
年
、
菊
の
花
開
く
候 

  
 

 

わ
た
し
の
カ
ン
ト
解
釈
は
、
唯
物
論
の
立
場
か
ら
読
み
替
え
る
も
の
で
あ
る
。
前
の
稿
に
は
カ
ン

ト
の
観
念
論
的
な
前
提
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
文
が
二
、
三
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を

修
正
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
一
六
年
、
八
月 

 


