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エ
ッ
セ
イ

無
意
識
の
凝
縮
と
し
て
の
三
十
一
文
字

前
回
は
、
無
意
識
の
表
れ
と
し
て
の
文
学
表
現
と

い
う
こ
と
で
、
短
歌
と
言
う
形
式
が
ほ
ど
よ
い
大
き

さ
と
し
て
、
心
に
潜
在
す
る
ひ
と
つ
の
テ
l
マ
を
引

き
出
す
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
大
き
さ
と
し
て
非
定

形
で
は
、
必
ず
し
も
三
十
一
文
字
で
は
な
い
が
、
そ

の
出
自
と
し
て
は
や
は
り
三
十
一
文
字
を
無
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
で
は
そ
の
古
典
的
出
自
の

ひ
と
つ
と
し
て
「
古
今
和
歌
集
」
の
歌
を
例
に
、
三

十
一
文
字
の
中
で
動
く
心
を
考
え
て
み
た
い
。

「
秋
風
に
山
の
こ
の
葉
の
う
つ
ろ
へ
ば

ろ
も
い
か
ぎ
と
ぞ
思
ふ
」
素
性
法
師

（
「
古
今
和
歌
集
」
巻
第
十
四
恋
歌
四
H
検
索
の

便
を
考
え
て
佐
伯
梅
友
校
注
・
一
九
八
一
／
二

O
一

二
年
・
岩
波
文
庫
版
よ
り
引
用
。
一
六
九
頁
）

今
、
ひ
と
つ
の
実
験
を
行
え
ば
解
り
易
い
か
も
知

れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
ま
ず
「
秋
風
に
山
の
こ
の
葉
の
う
つ

ろ
へ
ば
」
の
み
を
、
じ
っ
く
り
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
る

の
で
あ
る
。
「
秋
風
」
「
山
」
「
木
の
葉
」
「
色
の
変
化
」

人
の
こ
h

な
ど
具
体
的
で
ま
ぶ
た
に
浮
か
び
ゃ
す
い
材
料
が
揃

っ
て
い
る
。

次
に
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
自
由
に
イ
メ
ー

ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
み
る
。
個
々
が
自
由
に
イ
メ
ー
ジ

を
膨
ら
ま
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
、
こ
の
句

か
ら
引
き
出
さ
れ
た
鑑
賞
者
の
無
意
識
に
眠
っ
て
い

た
テ
l
マ
が
浮
か
ん
で
く
る
。

言
う
ま
で
も
無
い
が
、
こ
こ
ま
で
は
俳
句
の
象
徴

性
の
世
界
で
あ
る
。

短
歌
、
和
歌
は
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
七
七
の
言
葉
に

よ
る
限
定
が
加
わ
る
。
こ
の
場
合
は
、
「
人
の
こ
h

ろ

も
い
か
ぎ
と
ぞ
思
ふ
」
と
、
移
り
気
な
恋
愛
へ
と
、

「
思
ふ
」
と
い
う
心
理
的
な
限
定
が
加
わ
る
。
鑑
賞

者
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
象
徴
性
に
沿
っ
て
広

げ
て
い
た
心
を
、
作
者
の
限
定
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

作
歌
に
慣
れ
た
方
な
ら
こ
の
方
法
が
最
も
典
型
的

な
短
歌
表
現
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
に
思
い
当
た

る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
具
象
か
ら
抽
象
へ
、
現

実
的
風
景
か
ら
心
象
へ
と
い
う
、
分
か
り
ゃ
す
い
心

荒

正

木

見

の
流
れ
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
俳
句
に
比
べ
て
短
歌
の
よ

り
凝
縮
的
、
説
明
的
な
性
格
が
理
解
で
き
る
。
か
く

説
明
的
と
も
言
え
る
為
、
俳
句
の
フ
ァ
ン
が
時
と
し

て
こ
の
説
明
性
が
ま
だ
る
っ
こ
い
と
批
判
す
る
こ
と

も
理
解
で
き
る
。
か
と
い
っ
て
、
小
説
な
ど
の
よ
う

な
よ
り
説
明
性
の
高
い
も
の
、
さ
ら
に
は
論
文
・
評

論
な
ど
に
比
べ
れ
ば
、
三
十
一
文
字
は
ま
だ
ま
だ
象

徴
性
の
幅
が
大
き
い
と
言
え
る
。

さ
て
、
素
性
法
師
の
こ
の
歌
は
、
目
の
当
た
り
の

風
景
か
ら
、
無
意
識
的
で
あ
っ
た
心
象
へ
と
凝
縮
さ

せ
た
典
型
的
な
作
品
で
あ
る
し
、
こ
の
切
り
返
し
は

特
に
初
心
者
は
学
ぶ
べ
き
価
値
が
あ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
の
逆
の
仕
方
で
リ
ア
リ
テ
ィ
を
追
求
し

た
歌
も
あ
る
。
比
較
の
た
め
に
、
同
じ
作
者
の
歌
を

引
用
す
る
。
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「
は
か
な
く
て
夢
に
も
人
を
見
つ
る
夜
は
朝
（
あ

し
た
）
の
と
こ
ぞ
お
き
う
か
り
け
る
」
素
性
法
師

（
「
古
今
和
歌
集
」
巻
第
十
二
恋
歌
二
日
前
掲
書



・
一
四
二
頁
）

「
は
か
な
く
て
夢
に
も
人
を
見
つ
る
夜
は
」
は
、

具
体
的
な
事
実
と
思
い
と
が
統
合
し
た
微
妙
な
内
容

で
あ
る
。
「
夢
」
が
そ
れ
を
強
化
し
て
い
る
し
た
た

か
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。

先
の
よ
う
に
、
鑑
賞
者
が
こ
こ
で
一
休
み
し
て
イ

メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
と
な
る
と
、
先
の
例
よ
り
は

不
安
定
な
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
「
は

か
な
く
て
」
で
、
感
情
的
な
限
定
が
加
わ
っ
て
い
る

よ
う
に
も
思
え
る
が
、
具
体
的
風
景
に
比
べ
れ
ば
ず

っ
と
不
安
定
で
あ
る
。
し
か
も
「
夢
」
と
く
る
。
夢

に
現
れ
た
「
人
」
は
文
学
的
、
常
識
的
に
は
「
恋
し

い
人
」
で
あ
ろ
う
が
、
極
端
に
言
え
ば
、
「
仏
」
だ

っ
て
あ
り
う
る
場
面
で
あ
る
。
宗
教
心
の
強
い
鑑
賞

者
の
イ
メ
ー
ジ
に
「
仏
」
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
た

な
い
と
は
言
え
な
い
。

し
か
し
、
「
朝
（
あ
し
た
）
の
と
こ
ぞ
お
き
う
か
り

け
る
」
と
く
れ
ば
、
「
人
」
は
ま
ず
常
識
ど
お
り
「
恋

し
い
人
」
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
な
い
の
な
ら
、

こ
の
場
合
は
そ
う
で
な
い
た
め
の
条
件
語
を
挟
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
．

こ
の
よ
う
に
、
先
の
歌
と
は
異
な
り
、
こ
の
歌
は

後
に
現
実
的
事
実
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
性

に
よ
っ
て
、
「
人
」
が
、
常
識
ど
お
り
の
「
恋
し
い

人
」
で
あ
っ
た
こ
と
へ
と
凝
縮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ふ
た
つ
の
歌
の
技
法
を
比
較
し
て
み

る
と
、
学
ぶ
べ
き
幾
つ
か
の
事
柄
が
指
摘
で
き
る
。

ま
ず
、
三
十
一
文
字
と
は
、
一
テ
l
マ
の
凝
集
性

を
表
現
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
字
数
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
五
七
五
と
、
俳
句
と
も
言
う
べ
き
深
く
広

い
象
徴
性
で
心
を
提
起
し
て
、
七
七
と
条
件
を
狭
め

る
と
こ
ろ
で
、
ひ
と
つ
の
テ
l
マ
が
く
っ
き
り
と
浮

か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
に
二

つ
以
上
の
テ
l
マ
を
持
ち
込
も
う
と
す
る
と
凝
集
性

が
薄
れ
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。

次
に
、
始
め
の
五
七
五
と
、
後
の
七
七
と
の
流
れ

は
、
述
べ
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
、
連
続
的
な
凝
集
性

を
も
っ
て
徐
々
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
く
も
の
だ
と
言

え
る
。
そ
の
絞
り
方
は
、
例
示
し
た
二
つ
の
歌
で
も

異
な
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
独
自
の
仕
方
が

あ
る
。
そ
の
独
自
性
を
追
求
す
る
こ
と
も
興
味
深
い

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
や
は
り
ど
の
よ
う
な
方
法

で
あ
ろ
う
と
、
徐
々
に
焦
点
を
絞
る
方
向
性
が
基
本

で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
芸
術
作
品
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
方
法
に

限
ら
な
い
こ
と
も
付
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

原
則
的
に
は
徐
々
に
焦
点
を
絞
る
と
い
う
方
法
が
分

か
り
ゃ
す
く
作
り
や
す
い
が
、
独
自
の
効
果
を
狙
つ

て
あ
え
て
そ
う
で
は
な
い
方
法
も
あ
っ
て
も
よ
い
。

こ
の
こ
と
は
、
筆
者
自
身
も
試
み
て
い
る
こ
と
で
も

あ
り
、
別
の
機
会
に
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
だ
け
で
も
、
数

多
い
歌
を
見
つ
め
て
い
く
と
、
方
法
で
あ
れ
、
無
意

識
か
ら
意
識
へ
の
表
れ
と
そ
の
凝
集
性
で
あ
れ
、
学

ぶ
べ
き
多
く
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
い
ま
翻
っ
て
わ
れ
わ
れ
、
非
定
形
歌
の
世

界
も
、
歌
と
呼
ぶ
以
上
こ
の
三
十
一
文
字
の
意
味
を

無
視
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
作
為

が
強
す
ぎ
る
の
も
芸
術
と
は
言
え
な
い
。

日
ご
ろ
非
定
形
・
定
型
を
問
わ
ず
多
く
の
歌
に
親

し
ん
で
、
そ
の
つ
ど
少
し
本
稿
の
よ
う
な
こ
と
を
考

え
て
鑑
賞
し
、
自
ら
の
作
歌
の
際
に
は
心
の
赴
く
ま

ま
に
表
現
し
、
推
敵
で
は
も
う
一
度
本
稿
の
こ
と
を

思
い
出
し
て
、
自
ら
の
意
図
の
よ
う
に
テ
l
マ
の
凝

集
性
は
発
揮
で
き
て
い
る
の
か
と
考
え
て
整
理
し
て

み
る
。
そ
の
際
、
一
瞬
鑑
賞
者
を
自
由
に
遊
ば
せ
る

空
間
が
あ
れ
ば
理
想
的
だ
が
、
三
十
字
か
ら
長
く
て

も
四
十
字
と
い
う
字
数
の
中
に
そ
れ
を
入
れ
る
の
は

至
難
の
業
で
あ
る
。
こ
の
先
は
個
性
が
登
場
す
る
場

面
で
あ
ろ
う
。
次
の
機
会
に
は
、
そ
の
よ
う
な
個
性

的
な
テ
l
マ
提
起
の
方
法
に
つ
い
て
、
例
示
し
つ
つ

考
え
て
み
た
い
。
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