
学
「
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
」
に
つ
い
て
問
う
の
は
無
意
味

だ
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
繰
り
返
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
発
言
は
同
大
統
領
に
お
け
る
人
文
系
軽
視
の
風
潮

と
結
び
つ
い
て
い
た
た
め
、
教
師
や
文
学
研
究
者
ら
が

反
発
を
示
し
た
。
本
書
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　

マ
ル
ク
ス
は
、
西
洋
世
界
に
お
い
て
常
に
あ
る
種
の

テ
キ
ス
ト
が
軽
蔑
さ
れ
、
攻
撃
さ
れ
て
き
た
と
論
じ
る
。

彼
は
便
宜
的
に
そ
れ
ら
を
「
文
学
」
と
読
ん
で
い
る
が
、

そ
の
実
態
は
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
大
衆
演
劇
で

あ
っ
た
り
、
現
実
逃
避
的
な
物
語
、
あ
る
い
は
不
道
徳

と
さ
れ
る
小
説
で
あ
っ
た
り
し
た
。

　

一
番
古
い
論
争
と
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
紀
元
前

五
世
紀
を
生
き
た
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
「
詩
人
追

放
論
」
で
あ
る
。『
国
家
』
と
い
う
書
に
お
い
て
プ
ラ

ト
ン
は
理
想
の
国
家
と
そ
れ
を
治
め
る
理
想
的
な
王
者

の
教
育
方
法
に
つ
い
て
論
じ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
未

来
を
担
う
若
者
の
教
育
に
と
っ
て
詩
が
有
害
な
も
の
と

み
な
さ
れ
、
詩
人
の
追
放
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

同
書
に
よ
れ
ば
、
詩
に
は
現
実
で
は
な
い
虚
構
の
出
来

事
を
語
っ
て
感
情
を
過
剰
に
か
き
立
て
る
作
用
が
あ
り
、

心
の
未
熟
な
も
の
に
は
有
害
だ
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
、

哲
学
は
真
理
を
語
る
こ
と
の
出
来
る
言
葉
と
さ
れ
た
。

　

こ
こ
で
補
足
す
る
と
、
当
時
の
「
詩
」
は
基
本
的
に

韻
律
を
伴
う
文
章
で
あ
り
、
散
文
で
は
な
い
。
ま
た
、

そ
の
内
容
も
物
語
的
な
も
の
が
多
く
、
朗
読
や
音
楽
的

な
表
現
、
舞
踊
と
と
も
に
楽
し
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
な

ど
、
演
劇
的
要
素
を
備
え
て
い
た
。
他
方
、「
哲
学
」

に
は
倫
理
的
な
議
論
だ
け
で
な
く
、
自
然
科
学
的
な
内

　

二
〇
一
八
年
に
文
部
科
学
省
が
、
国
語
科
目
を
「
文

学
国
語
」
と
「
論
理
国
語
」
に
分
け
る
と
の
方
針
を
明

ら
か
に
し
た
あ
と
、「
文
学
」
と
「
論
理
」
が
分
け
ら

れ
る
の
か
と
い
う
論
争
が
メ
デ
ィ
ア
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で

起
き
た
。
と
り
わ
け
「
論
理
国
語
」
に
い
か
な
る
類
の

文
章
が
配
置
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
憶
測
が
飛
ん
で

い
た
。

　

い
わ
ゆ
る
文
学
作
品
が
「
文
学
国
語
」
と
い
う
枠
組

み
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
場
合
、
多
く
の
高
校
生
が
そ

れ
に
触
れ
る
機
会
を
失
う
の
で
は
と
の
懸
念
も
見
ら
れ

た
。
私
も
そ
の
想
い
を
共
有
し
た
一
人
で
あ
っ
た
。
な

の
で
、
新
設
さ
れ
た
「
論
理
国
語
」
の
教
科
書
に
自
分

の
書
い
た
『
文
系
と
理
系
は
な
ぜ
分
か
れ
た
の
か
』

（
星
海
社
新
書
）
と
い
う
本
の
一
節
が
掲
載
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
と
知
っ
た
と
き
は
、
い
さ
さ
か
戸
惑
い
を

覚
え
た
。

　

と
こ
ろ
で
、「
文
学
」
と
「
論
理
」
に
つ
い
て
人
々

が
言
い
争
う
と
い
う
現
象
は
「
文
系
と
理
系
」
の
問
題

で
は
な
い
が
、
そ
れ
と
全
く
無
関
係
な
わ
け
で
も
な
い
。

と
い
う
の
も
「
ど
の
よ
う
な
文
章
を
望
ま
し
い
も
の
と

す
る
か
」
は
昔
か
ら
人
々
の
関
心
を
集
め
る
話
題
で
あ

り
、
数
学
や
自
然
科
学
・
工
学
を
重
視
す
る
人
々
が
そ

の
論
争
に
介
入
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　

フ
ラ
ン
ス
人
作
家
で
文
学
研
究
者
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

マ
ル
ク
ス
に
よ
る
『
文
学
へ
の
憎
し
み
』（La haine de 

la littérature

）
と
い
う
書
が
あ
る
。
同
書
が
書
か
れ

た
き
っ
か
け
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ニ
コ
ラ
・
サ
ル
コ
ジ
元

大
統
領
が
、
公
務
員
試
験
の
一
般
教
養
問
題
で
古
典
文
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げ
る
演
劇
台
本
の
よ
う
な
体
裁
で
書
か
れ
て
お
り
、
読

者
は
論
理
と
は
関
係
の
な
い
情
報
も
受
け
取
る
。
た
と

え
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
祭
り
に
行
こ
う
と
す
る
途
中
で

呼
び
止
め
ら
れ
た
と
か
（『
国
家
』
冒
頭
）、
民
衆
の
扇

動
で
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
上
に
死
刑
に
処
せ
ら
れ
、
弟

子
達
に
死
を
恐
れ
ぬ
態
度
を
見
せ
て
感
銘
を
与
え
た

（『
パ
イ
ド
ン
』）
と
い
っ
た
具
合
に
で
あ
る
。
そ
し
て
、

哲
学
的
な
対
話
を
模
し
た
プ
ラ
ト
ン
の
文
体
は
後
に

「
対
話
篇
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
的
位
置

づ
け
は
曖
昧
で
あ
る
。
事
実
、
プ
ラ
ト
ン
の
弟
子
に
あ

た
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、『
詩
学
』
と
い
う
著
作
の

冒
頭
に
お
い
て
「
対
話
篇
」
が
あ
た
か
も
創
作
（
詩

学
）
の
一
種
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

　
「
論
理
」
と
「
文
学
」
の
切
断
を
主
張
す
る
人
々
は
、

多
く
が
「
論
理
」
側
の
擁
護
者
で
あ
り
、
そ
の
逆
の
事

例
は
少
な
い
。
彼
ら
彼
女
ら
は
、「
文
学
」
が
あ
ま
り

に
も
情
緒
的
な
の
で
、
忙
し
い
現
代
人
の
貴
重
な
学
習

時
間
を
割
り
当
て
る
に
は
及
ば
な
い
も
の
だ
と
主
張
す

る
。
だ
が
、
実
際
に
出
来
上
が
っ
た
「
論
理
国
語
」
の

教
科
書
は
当
初
予
想
さ
れ
た
よ
り
も
雑
多
な
ジ
ャ
ン
ル

（
小
説
も
含
む
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

恐
ら
く
、「
論
理
」
を
「
文
学
」
か
ら
切
断
し
よ
う

と
す
る
人
達
が
考
え
る
以
上
に
両
者
の
境
目
は
曖
昧
な

の
だ
。
実
際
、
区
別
が
な
さ
れ
た
途
端
に
ど
こ
か
ら
と

も
な
く
両
者
を
越
境
す
る
者
が
現
れ
、
対
立
構
造
を
攪

乱
し
て
い
く
。
従
っ
て
、「
論
理
国
語
」
の
異
種
混
交

的
な
有
り
様
も
、
過
去
の
対
立
と
同
様
、
必
然
の
成
り

行
き
を
辿
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
近
代
化
に
あ
た
り
西
洋
の
学
問
を
輸
入
し
た

我
々
も
、
部
分
的
に
せ
よ
そ
の
対
立
を
引
き
継
い
で
い

る
の
だ
ろ
う
。
特
に
「
論
理
国
語
」
と
し
て
実
際
に
選

ば
れ
た
文
章
に
、
哲
学
や
社
会
科
学
の
テ
キ
ス
ト
が
相

当
数
み
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
「
文
学
」
と
「
論
理
」

の
摩
擦
が
遠
い
過
去
よ
り
続
く
論
争
の
延
長
線
上
に
あ

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
対
立
を
煽
る
人
々
が
い
る
一
方
で
、
そ

れ
を
も
の
と
も
せ
ず
裏
切
っ
て
い
く
人
々
が
い
る
の
も

事
実
で
あ
る
。
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
視
点
を
転
じ

る
と
、
同
国
で
は
「
詩
（
文
学
）」
と
「
哲
学
」
の
対

立
構
造
を
攪
乱
す
る
よ
う
な
文
芸
作
品
が
数
多
く
存
在

し
た
。
と
り
わ
け
、「
哲
学
的
物
語
」
と
呼
ば
れ
る
ジ

ャ
ン
ル
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
要
は
哲
学
者
が
自
ら
の
主

張
と
共
に
筋
書
き
を
展
開
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
小
説
と
い
う
に
は
人
物
描
写
等
の
深
み
に
欠

け
る
も
の
が
多
い
が
、
切
れ
味
鋭
い
喜
劇
的
な
ア
イ
ロ

ニ
ー
で
も
っ
て
雄
弁
に
主
張
を
伝
え
た
。
た
と
え
ば
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
『
ペ
ル
シ
ア
人
の
手
紙
』
で
遠
い

国
の
王
宮
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
語
る
ふ
り
を
し
て
フ
ラ

ン
ス
王
政
の
腐
敗
を
風
刺
し
た
し
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は

『
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
』
で
残
酷
な
目
に
遭
う
登
場
人
物
描

写
を
通
じ
て
宗
教
的
不
寛
容
や
奴
隷
制
の
問
題
に
触
れ

て
い
る
。

　

更
に
言
え
ば
、
実
は
「
詩
人
追
放
」
を
論
じ
た
当
の

プ
ラ
ト
ン
自
身
の
語
り
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
物
語
的

（
詩
的
）
と
い
え
な
く
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、『
国

家
』
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
そ
の
弟
子
達
が
対
話
を
繰
り
広

容
も
含
ま
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
プ
ラ
ト
ン
は
、
前
述

の
『
国
家
』
で
一
つ
の
国
を
船
に
た
と
え
た
上
で
、
哲

学
者
の
こ
と
を
「
星
を
見
つ
め
る
男
」、
す
な
わ
ち
天

体
観
測
を
し
て
船
の
位
置
や
進
路
を
見
極
め
る
こ
と
の

で
き
る
人
物
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。

　

筆
者
の
知
る
限
り
で
も
同
様
の
論
争
は
歴
史
上
反
復

さ
れ
て
き
た
。
近
世
に
は
、
自
然
科
学
の
発
展
に
感
化

さ
れ
た
人
々
を
中
心
に
科
学
的
で
明
晰
な
文
体
を
是
と

す
る
主
張
が
現
れ
た
。
そ
の
典
型
例
が
一
七
世
紀
の
ジ

ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
で
あ
る
。
彼
は
明
晰
で
簡
潔
な
文
体
を

評
価
す
る
一
方
、
装
飾
的
な
比
喩
表
現
を
多
用
す
る
詩

的
な
文
体
を
直
感
的
に
訴
え
る
だ
け
の
浅
薄
な
も
の
と

し
て
批
判
し
た
。
当
時
は
科
学
と
哲
学
が
ま
だ
分
か
れ

て
お
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
で
も
己
を
「
自
然
哲
学
者
」

だ
と
自
負
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
自
然
哲
学
と
し
て

の
科
学
に
文
体
の
模
範
を
み
る
ロ
ッ
ク
の
主
張
は
「
詩

人
追
放
論
」
の
変
奏
曲
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
主
張
に
皮
肉
を
も
っ
て
応
戦
し
た
の
が
『
ガ
リ
ヴ
ァ

ー
旅
行
記
』
の
著
者
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
で

あ
っ
た
。
同
書
の
「
ラ
ピ
ュ
タ
」（
飛
ぶ
島
）
を
扱
っ
た

箇
所
で
は
、
数
学
的
対
象
に
関
す
る
表
現
は
豊
富
だ
が
、

想
像
や
空
想
を
う
ま
く
扱
え
な
い
人
々
が
登
場
す
る
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
は
「
論
理
」
の
支
持
者
が
展
開
す
る
議
論

に
対
し
、「
文
学
」
を
通
じ
て
一
撃
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
想
像
力
が
創
り
出
し
、
感
情

を
か
き
立
て
る
言
語
（
詩
）
と
、
理
性
的
に
真
理
や
事

実
関
係
を
論
じ
よ
う
と
す
る
言
語
（
哲
学
）
に
対
立
関

係
を
見
出
す
考
え
は
、
西
洋
世
界
に
根
強
く
存
在
し
た
。
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