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編
著
者
が
云
う
の
も
妙
な
話
だ
が
、
こ
の
本
の
タ
イ
ト
ル
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
。
○
○
社
会
学
と
い
っ
た
ら
、
ふ
つ
う
産
業
社
会
学

の
よ
う
に
社
会
学
す
る
（
社
会
学
的
な
方
法
を
用
い
て
分
析
す
る
）
対
象
が
入
る
か
、
比
較
社
会
学
の
よ
う
に
分
析
に
際
し
て
の
方
法

論
的
な
特
徴
を
示
す
言
葉
が
入
る
か
の
い
ず
れ
か
だ
ろ
う
。
歴
史
社
会
学
の
よ
う
に
対
象
で
も
あ
り
方
法
で
も
あ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン

も
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
持
た
れ
な
い
だ
ろ
う
。
岩
本
社
会
学
の
岩
本
は
、
ま
ず
間
違
い
な
く
固
有
名
詞
で
あ

る
。
す
る
と
、
お
そ
ら
く
こ
れ
が
対
象
と
な
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
見
た
よ
う
な
産
業
や
歴
史
の
よ
う
な
対
象
と
同
じ
意
味
で

対
象
と
呼
び
う
る
も
の
な
の
か
。
ま
さ
に
こ
の
点
に
、ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
、い
や
、だ
い
ぶ
お
か
し
い
、と
い
う
感
覚
の
由
来
が
あ
る
。

社
会
学
の
本
な
の
か
ど
う
か
は
、
私
に
と
っ
て
実
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
で
は
な
い
。
さ
し
あ
た
り
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
本

が
岩
本
ナ
オ
（
と
い
う
作
家
お
よ
び
そ
の
作
品
）
に
つ
い
て
の
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
よ
っ
て
、第
一
に
こ
の
本
は
フ
ァ

ン
ジ
ン
的
な
性
格
を
強
く
有
し
て
お
り
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
同
好
の
士
に
向
け
て
書
か
れ
た
（
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
）
私
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
た
語
り
自
体
の
意
味
に
も
興
味
を
持
っ
て
い
る
。
マ
ン

ガ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
何
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
問
い
は
、わ
れ
わ
れ
自
身
が
行
っ
て
い
る
行
為
に
対
す
る
反
省
的
考
察
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
が
そ
の
語
り
の
中
に
い
る
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
確
か
に
社
会
学
た
り
う
る
か
も
し
れ

な
い
。

序
文　
岩
本
社
会
学
の
ダ
ブ
ル
ミ
ー
ニ
ン
グ
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
日
髙 

利
泰
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岩
本
の
社
会
と
社
会
の
岩
本

は
じ
め
に
「
岩
本
社
会
学
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
登
場
し
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
岩
本
ナ
オ
作
品
に

描
か
れ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
社
会
を
固
有
の
観
察
対
象
と
す
る
社
会
学
＝
岩
本
社
会
学
、
つ
ま
り
岩
本
社
会
の
学
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
固
有
の
観
察
対
象
、
と
い
う
部
分
で
、
作
品
世
界
と
わ
れ
わ
れ
の
実
社
会
を
安
易
に
接
続
す
る
よ

う
な
い
わ
ゆ
る
社
会
反
映
論
を
仮
想
敵
と
し
て
想
定
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
作
品
世
界
の
中
で
描
き
出
さ
れ
る
社
会
を
丁
寧
に
削
り

出
し
て
な
ん
と
か
記
述
し
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
岩
本
ナ
オ
と
い
う
作
家
お
よ
び
そ
の
作
品
を
め
ぐ
る

社
会
学
＝
岩
本
社
会
学
、
つ
ま
り
岩
本
の
社
会
学
と
し
て
も
企
図
し
て
い
た
。
作
品
は
商
品
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
社
会
に
流
通
し
、
作

家
自
身
も
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
社
会
に
生
き
て
い
る
。
よ
っ
て
、作
品
も
作
家
も
（
現
実
の
）
社
会
の
内
部
で
観
察
さ
れ
る
現
象
で
あ
り
、

当
然
社
会
学
的
考
察
の
対
象
と
な
り
う
る
。

現
時
点
に
至
っ
て
も
、
岩
本
社
会
の
学
と
岩
本
の
社
会
学
と
い
う
ダ
ブ
ル
ミ
ー
ニ
ン
グ
に
か
ん
し
て
基
本
的
な
考
え
方
は
変
わ
っ
て

い
な
い
。
し
か
し
、
前
作
『
岩
本
社
会
学
へ
の
招
待
』（
事
実
上
本
書
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
版
に
あ
た
る
。
以
下
『
無
印
』）
に
お
い
て
ふ
た

つ
の
目
論
見
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
両
方
と
も
が
う
ま
く
機
能
し
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
『
無
印
』
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
る
「
マ
ン
ガ
表
現
空
間
に
お
け
る
〈
地
方
〉
の
現
代
的
位
相
を
め
ぐ
っ
て
」
と

い
う
フ
レ
ー
ズ
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
よ
う
。
地
方
と
い
う
言
葉
に
つ
い
た
奇
妙
な
山
カ
ッ
コ
も
気
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
以
上
に

気
持
ち
悪
い
の
が
「
現
代
的
位
相
」
と
い
う
と
こ
ろ
だ
。「
現
代
的
」
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
の
は
一
体
誰
な
の
か
？　

云
う
ま

で
も
な
く
そ
れ
は
論
者
で
あ
っ
て
、「
マ
ン
ガ
表
現
空
間
」
の
外
側
か
ら
の
言
及
で
あ
る
。「
マ
ン
ガ
表
現
空
間
」
と
い
う
言
葉
が
一
体

ど
ん
な
空
間
を
指
示
し
て
い
る
の
か
も
実
は
判
然
と
し
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
を
マ
ン
ガ
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
空
間
と
理
解
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
空
間
の
内
側
に
い
る
の
は
作
中
の
登
場
人
物
以
外
に
あ
り
え
な
い
。
強
引
に
範
囲
を
拡
張
す
る
と
し
て
も
せ
い
ぜ
い
作
者
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（
描
き
手
）
が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
程
度
だ
ろ
う
。
と
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
社
会
反
映
論
と
ど
こ
が
違
う
の
か
？　

先
ほ
ど
岩

本
社
会
の
学
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
社
会
を
固
有
の
観
察
対
象
と
す
る
、
と
云
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
が
観
察
者
と

し
て
作
品
内
の
社
会
を
観
察
す
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
社
会
の
外
部
か
ら
の
観
察
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
マ
ン
ガ
の
中

の
人
間
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
岩
本
社
会
の
学
は
不
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
一
旦
停
止
。
社
会
、
社
会
、
と
連
続
で
出
て
き
て
読
者
の
み
な
さ
ん
は
混
乱
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で

出
て
き
た
社
会
と
い
う
言
葉
に
は
、
大
き
く
分
け
て
ふ
た
つ
の
社
会
が
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
わ
れ
わ
れ
が
今
現
在
生
き
て
い
る
現
実
の

社
会
、
も
う
ひ
と
つ
は
作
品
の
中
で
描
か
れ
る
人
々
が
生
活
す
る
社
会
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
前
者
の
現
実
社
会
を
「
社
会
」、
後
者

の
作
品
内
社
会
を
〈
社
会
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
使
い
分
け
を
踏
ま
え
た
上
で
前
段
ま
で
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、
以
下
の
よ

う
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
「
社
会
」
の
内
部
観
察
者
で
あ
り
、
外
部
観
察
者
に
は
な
れ
な
い
。
一
方
、〈
社
会
〉
の
内
部
観
察
は
不
可

能
だ
が
、〈
社
会
〉
の
外
部
観
察
者
に
は
な
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
ふ
た
つ
の
社
会
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
察
の
モ
ー
ド
が
原
理
的
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
こ
と
を
受
け
て
次
に
問
題
に
な
る
の
が
「
社
会
」
と
〈
社
会
〉
の
関
係
で
あ
る
。
た
し
か
に
〈
社
会
〉
は
「
社
会
」
の
中
に
あ
っ
て
、

そ
の
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
で
は
縮
小
コ
ピ
ー
に
す
ぎ
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
絶
対
に
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
そ
の

意
味
で
は
〈
社
会
〉
は
「
社
会
」
の
中
に
あ
る
と
い
う
云
い
方
す
ら
も
や
や
不
適
当
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
社
会
反
映
論
が
批
判
さ
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
が
こ
こ
に
あ
る
。「
社
会
」
と
〈
社
会
〉
の
同
一
視
な
い
し
「
社
会
」
か
ら

〈
社
会
〉
へ
の
一
方
的
な
影
響
関
係
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
し
ま
う
の
は
正
し
く
な
い
。
し
か
し
、〈
社
会
〉
が
「
社
会
」
か
ら
全

く
独
立
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。
少
な
く
と
も
〈
社
会
〉
を
創
造
（
想
像
）
す
る
描
き
手
は
「
社
会
」
の
構
成

員
だ
し
、
そ
こ
に
〈
社
会
〉
を
見
出
す
読
者
も
「
社
会
」
の
一
員
だ
し
、
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
が
〈
社
会
〉
を
理
解
す
る
上
で
「
社
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会
」
が
参
照
項
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
よ
っ
て
、そ
も
そ
も
反
映
論
自
体
が
悪
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、観
察
者
（
語

り
手
、
論
者
）
自
身
の
立
ち
位
置
へ
の
無
反
省
性
や
観
察
対
象
の
属
性
に
対
す
る
考
察
の
甘
さ
と
い
っ
た
欠
点
を
持
っ
た
も
の
が
反
映

論
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
中
に
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
反
映
論
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
構
築
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

「
社
会
」
と
〈
社
会
〉
の
関
係
は
一
義
的
に
定
義
で
き
な
い
。「
社
会
」
と
〈
社
会
〉
が
よ
く
似
て
い
て
一
見
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
の

よ
う
に
見
え
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、逆
に
正
反
対
で
何
も
か
も
違
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
よ
く
似
て
い
る
場
合
に
は「
社

会
」
と
〈
社
会
〉
の
同
一
視
が
起
こ
り
や
す
い
し
、
反
対
に
著
し
く
か
け
離
れ
て
い
る
場
合
も
〈
社
会
〉
を
「
社
会
」
の
裏
返
し
の
姿

と
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、〈
社
会
〉
を
見
な
が
ら
「
社
会
」
に
つ
い
て
語
る

こ
と
や
逆
に
「
社
会
」
を
見
な
が
ら
〈
社
会
〉
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
語
り
で
は
な
く
、
騙
り
で
あ
る
。
つ

ま
り
、「
社
会
」
と
〈
社
会
〉
は
異
な
る
観
察
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
察
結
果
を
他
方
の
観
察
結
果
と
し
て
語
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

「
岩
本
ナ
オ
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
、
語
り
手
の
位
置

岩
本
ナ
オ
と
い
う
作
家
は
良
く
も
悪
く
も
語
り
手
に
と
っ
て
の
フ
ッ
ク
が
多
い
作
家
だ
と
思
う
。
先
ほ
ど
ま
で
の
用
語
系
を
引
き
継

い
で
云
う
な
ら
ば
、〈
社
会
〉
を
語
る
こ
と
で
「
社
会
」
に
つ
い
て
語
っ
た
気
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ

の
現
象
は
特
に
岩
本
ナ
オ
に
限
っ
た
話
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
語
ら
れ
る
マ
ン
ガ
」
と
い
う
の
は
大
抵
こ
う
し
た
フ
ッ
ク
の
多
い
作
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天狗、その始原と現在（高丘讓）
世の中が乱れると、天狗が騒ぎ出す。この国で最も天狗が強大だった鎌倉
時代末期から南北朝時代は、御家人制や国家仏教といった旧来のシステムが
崩壊し、それまで知的エリートに独占されていた仏教を民衆へ広めた鎌倉新
仏教や修験道、荘園制を超えた資本の流れをつくる武装商人の悪党などそれ
まで抑えつけられていたアノマリーな力が一気に噴出した時代だった。この
時期、こうした人々を非難する立場から描かれた絵巻物には、「天狗の長老」「天
狗の所業」といった言葉が散見される。
そもそも宗教にしろ資本にしろ、どちらも人のなす事でありながらどこか

で人の理解を超えた世界へと繋がっているのだが、こういう昏みをうっかり
覗き込んでしまうと、それに「マナ」だの「ゼロ記号」だのと名前を付けて
無理くり理解しようとするのも人の性だ。「天狗」も中世人にとって理解でき
ないものの原因として割り当てられた「何か」だと考えると分かりやすい。
だから、「理解できない」と観念された現象が時代とともに変われば、その

虚焦点である天狗像も当然変わる。鎌倉幕府を倒した後醍醐天皇は、楠木正
成ら悪党（≒新興財閥）の財力・軍事力やインド渡りの怪しい性的呪術＆乱
交パーティー（まるでサドとヒットラーを足して 2を掛けたような人ですね
^_^;）など、古い体制が扱いかねていたアノマリーな力を活用して自らの絶
対王権を創り上げようとしたが、それはちょうど、外的な仏法の攪乱者から
権力者の内紛を巻き起こす政治的トリックスターへと、天狗説話に描かれる
天狗像が変貌していった時期と重なっている。
だが、一時は吉野に篭る南朝軍と結び、峰伝いの P2Pネットワークで反北
朝闘争をサポートした修験勢力も、中世末期から近世初頭にかけて徐々に江
戸幕府の保護や大寺社の末寺化が進行してくる。それに対応して修験道と関
係の深い天狗界でも体制化が進み、江戸初期頃までには鼻高天狗（康徳様）
→烏天狗（瞬君）というヒエラルキーが確立する。
神として祀られるようになった天狗は、システムの内と外を往還する荒々

しい異形性を抑え、共同体の平和と安寧の守護者の側へと移行する。元破戒
僧の康徳様が緑峰山一帯の火伏せの神となり、元流浪の民で超人的な技を持
つ神谷一族がその保護のもとで山麓に定住したという『町天』の設定は、自
由と流動の時代の終焉という日本列島の歴史における中世から近世への転換
点をその裏に畳み込んでおり、極めて興味深い。
このような複雑な経緯を辿ったがゆえに、現代から見ると天狗は神から妖

怪まで（あるいは恐ろしさから間抜けさまで）幅広いイメージを投影しうる
存在となっている。シリアスとコメディを自在に行き来する『町
天』の物語世界も、こうした天狗の歴史的性格の上に展開され
ていることは間違いないだろう。

column2



87 岩本ナオとその瞳に広がる世界への入口のこと（やごさん）

1

岩
本
ナ
オ
の
存
在
に
つ
い
て
語
る
に
は
何
が
必
要
か
。
岩
本
ナ
オ
作
品
は
様
々
な
形
で
レ
ビ
ュ
ー
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
魅
力
を
言

葉
に
す
る
こ
と
の
難
し
さ
に
つ
い
て
言
及
す
る
例
は
少
な
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
少
女
マ
ン
ガ
と
し
て
の
魅
力
が
あ
る
の
は
確
か
な
の

だ
が
、
少
女
マ
ン
ガ
と
し
て
の
ジ
ャ
ン
ル
論
と
岩
本
ナ
オ
作
品
の
個
性
を
ど
う
や
っ
て
結
び
付
け
れ
ば
説
明
で
き
る
の
か
。『
ス
ケ
ル

ト
ン 

イ
ン 

ザ 

ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
』（
以
下『
ス
ケ
ル
ト
ン
』）の
単
行
本
を
読
ん
で
か
ら
今
日
ま
で
、筆
者
も
様
々
に
考
え
を
巡
ら
せ
て
き
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
大
き
く
分
け
て
ふ
た
つ
の
点
か
ら
整
理
し
て
み
た
い
。
ひ
と
つ
は
、
岩
本
ナ
オ
自
身
で
は
な
く
、
ま
ず
彼
女
が

ど
こ
に
存
在
し
て
い
る
か
、
外
部
か
ら
少
女
マ
ン
ガ
と
し
て
の
立
ち
位
置
を
踏
ま
え
る
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
岩
本
ナ
オ
作
品
に
お

け
る
表
面
的
な
要
素
、
つ
ま
り
描
画
コ
ー
ド
（
い
わ
ゆ
る
「
絵
柄
」）
か
ら
そ
の
具
体
的
な
表
現
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
だ
。

岩
本
ナ
オ
と
そ
の
瞳
に
広
が
る
世
界
へ
の
入
口
の
こ
と

や
ご
さ
ん
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2

ま
ず
第
一
に
、
岩
本
ナ
オ
が
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
現
在
ま
で
活
躍
す
る
雑
誌
で
あ
る
、
小
学
館
の
『flowers

』
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
確

認
し
て
お
こ
う
。『flowers

』
は
、
か
つ
て
の
『
プ
チ
フ
ラ
ワ
ー
』
を
前
身
に
、『
別
冊
少
女
コ
ミ
ッ
ク
』
の
連
載
作
品
を
一
部
引
き
継

ぐ
形
で
二
〇
〇
二
年
に
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
だ
。
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
あ
る
「
珠
玉
の
少
女
ま
ん
が
進
化
型
」
の
通
り
、
萩
尾
望
都
や
竹

宮
惠
子
ら
、
い
わ
ゆ
る
二
四
年
組
の
作
家
を
始
め
、
小
学
館
の
少
女
マ
ン
ガ
誌
で
長
年
活
躍
を
続
け
て
き
た
ベ
テ
ラ
ン
作
家
を
中
心
と

し
た
連
載
陣
を
誇
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
近
年
で
は
、
水
城
せ
と
な
・
ね
む
よ
う
こ
・
草
間
さ
か
え
等
、
他
社
で
活
躍
中
の
実
力
作

家
を
積
極
的
に
起
用
し
、
目
の
肥
え
た
マ
ン
ガ
読
者
か
ら
も
評
価
の
高
い
作
品
を
数
多
く
輩
出
し
て
い
る
。
そ
の
誌
面
へ
の
評
価
は
、

少
女
マ
ン
ガ
の
発
展
の
歴
史
を
踏
ま
え
た
雑
誌
で
あ
り
な
が
ら
も
、
女
性
マ
ン
ガ
家
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
多
様
化
と
細
分
化
す
る
ジ
ャ

ン
ル
を
横
断
し
て
マ
ン
ガ
に
親
し
む
女
性
読
者
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
を
前
提
と
し
た
「
女
子
マ
ン
ガ 1

」
概
念
と
も
高
い
親
和
性
を
持

つ
も
の
と
言
え
る
。

女
性
向
け
マ
ン
ガ
誌
に
お
い
て
、
女
性
マ
ン
ガ
家
・
女
性
読
者
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
は
、
現
在
お
そ
ら
く
多

く
の
人
間
が
認
め
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『flowers
』
の
創
刊
前
後
か
ら
現
在
ま
で
の
小
学
館
の
女
性
向
け
マ
ン
ガ
誌
の
動
向

を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、『flowers

』
以
外
の
雑
誌
は
新
人
賞
生
え
抜
き
の
新
人
作
家
を
中
心
に
、
ほ
ぼ
専
属
制
に
近
い
体
制
を
維
持

し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る（
そ
の
証
拠
に
、タ
ア
モ
は『
ベ
ツ
コ
ミ
』の
専
属
を
外
れ
る
際
に
、そ
の
事
実
を
ブ
ロ
グ
に
明
か
し
て
い
た
）。

そ
も
そ
も
女
性
マ
ン
ガ
家
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
が
多
様
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
原
因
の
ひ
と
つ
に
は
、
少
子
化
に
伴
う
低
年
齢
層
向
け
の

1　
川
原
和
子・福
田
里
香・野
中
モ
モ・藤
本
由
香
里
「
ゼ
ロ
年
代
の
マ
ン
ガ
状
況̶

̶

次
の
10
年
に
向
け
て　
第
1
部
〈
女
子
〉
が
読
ん
だ
ゼ
ロ
年
代
」（『
マ

ン
ガ
研
究
』vol.17

、
日
本
マ
ン
ガ
学
会
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。
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二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
夕
方
六
時
、
僕
は
足
早
に
水
道
橋
の
駅
へ
と
向
か
っ
て
い
た
。
裏
通
り
を
抜
け
、
中
央
線
の
ガ
ー
ド
の
ほ

う
へ
伸
び
る
表
通
り
へ
。
い
ま
し
が
た
後
に
し
て
き
た
小
さ
な
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
ど
ん
ど
ん
遠
く
な
る
。

も
う
た
ぶ
ん
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
道
を
歩
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
る
べ
く
考
え
な
い
よ
う
に
し
た
。

何
か
気
持
ち
の
固
着
点
を
見
つ
け
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
を
軸
に
変
な
ぐ
る
ぐ
る
回
り
が
は
じ
ま
り
そ
う
だ
っ
た
か
ら
。

い
ま
自
分
は
自
由
で
、
ど
こ
に
で
も
い
け
る
、
そ
れ
だ
け
は
確
か
な
感
触
と
し
て
持
ち
続
け
た
か
っ
た
。
い
ま
す
ぐ
こ
の
感
触
を
確

か
め
な
け
れ
ば
、
何
か
大
切
な
物
を
な
く
し
て
し
ま
う
と
も
感
じ
て
い
た
。
何
で
も
い
い
、
と
に
か
く
い
ま
何
か
し
な
け
れ
ば
、
未
来

が
消
え
て
し
ま
う
…
…
何
か
に
突
き
動
か
さ
れ
た
よ
う
な
、
馬
鹿
げ
た
考
え
が
浮
か
ん
で
き
て
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
僕
は
水
道
橋
駅
で
行

き

っ

ぷ

18

青

春き先
の
な
い
切
符
を
買
っ
た
。

は
る
ば
る
箱
根
の
山
越
え
て
、
桜
の
花
咲
く
西
国
へ
…
…
。

灘
崎
紀
行
――
岩
本
ナ
オ
の
世
界
へ

橋
爪 

太
作
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と
玉
高
周
辺
は
だ
い
ぶ
落
ち
着
い
て
い
る
。
鹿
児
島
の
地
理
に
詳
し
い
人
な
ら
、
玉
龍
高
校
辺
り
の
雰
囲
気
と
言
え
ば
分
か
る
だ
ろ
う

か
。
さ
ほ
ど
高
く
な
い
山
の
懐
に
半
ば
入
り
込
ん
だ
形
で
学
校
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
家
々
が
あ
り
、
全
体
と
し
て
行
き
止
ま
り
と
い
う

感
じ
が
強
く
す
る
。
立
地
だ
け
で
な
く
高
校
の
雰
囲
気
や
ラ
ン
ク
に
も
似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

あ
ま
り
カ
メ
ラ
を
持
っ
て
学
校
の
回
り
を
う
ろ
う
ろ
す
る
の
も
ア
レ
な
の
で
、
す
ぐ
そ
こ
に
見
え
る
天
狗
山
の
岩
だ
ら
け
の
山
頂
へ

と
さ
っ
さ
と
向
か
う
。
い
か
に
も
天
狗
が
好
み
そ
う
な
荒
涼
と
し
て
奇
っ
怪
な
風
情
だ
（
図
17
）。
こ
の
辺
り
の
地
質
は
風
化
し
に
く

い
火
成
岩
ら
し
く
、
頂
上
付
近
で
岩
盤
が
露
呈
し
て
い
る
。
住
宅
地
の
す
ぐ
裏
に
天
狗
山
は
そ
び
え
て
い
る
の
だ
が
、
短
い
調
査
時
間

の
中
で
は
登
山
道
ら
し
き
物
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
天
狗
山
登
頂
も
次
回
以
降
の
課
題
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
ず
い
ぶ
ん
高
い
と
こ
ろ
ま
で
登
っ
た
の
は
確
か
な
よ
う
だ
。
坂
道
の
上
か
ら
振
り
返
る
と
、
玉
高
、
港
、
海
、
そ
し
て
直

図 16　リアルドピンク横丁

図 17　天狗山山頂

図 18　天狗山を背にした玉野高校
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「
岩
本
社
会
学
」
な
ん
て
冗
談
み
た
い
な
企
画
が
最
初
に
生
ま
れ
た
の
は
、
た
し
か
二
〇
〇
八
年
の
あ
る
秋
の
日
、
新
宿
西
口
に
あ
る

ロ
ッ
テ
リ
ア
の
三
階
で
あ
っ
た
と
思
う
。
ち
ょ
う
ど
『G

irls' C
om

ic A
t O

ur Best!

』
岩
本
ナ
オ
特
集
号
の
巻
頭
座
談
会
の
た
め
に
上
京

し
て
き
た
日
髙
と
、
す
っ
か
り
冷
め
た
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
延
々
と
ヨ
タ
話
を
し
て
い
た
。

話
題
は
い
つ
し
か
マ
ン
ガ
の
こ
と
に
な
っ
た
。
少
し
前
に
二
巻
目
の
単
行
本
が
出
た
ば
か
り
の
『
町
で
う
わ
さ
の
天
狗
の
子
』
が
二

人
と
も
気
に
な
っ
て
い
た
。
お
互
い
鹿
児
島
の
団
地
と
郡
部
に
育
ち
、
岩
本
ナ
オ
の
マ
ン
ガ
に
お
け
る
リ
ア
ル
な
地
方
描
写
に
は
ま
る

で
自
分
の
地
元
が
マ
ン
ガ
に
な
っ
た
よ
う
な
親
し
み
を
感
じ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
「
天
狗
」
と
い
う
非
日
常
の
存
在
が
地
域
社
会
の
日

常
の
風
景
と
し
て
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
、
私
た
ち
を
混
乱
さ
せ
て
い
た
。

い
や
、
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
要
素
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
『Yesterday, Yes a day

』
や
『
雨
無
村
役
場
産
業
課

兼
観
光
係
』
に
描
か
れ
た
、
東
京
と
村
を
新
幹
線
で
日
帰
り
往
復
し
、
携
帯
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
あ
り
、
高
校

中
退
の
デ
キ
婚
ヤ
ン
キ
ー
や
ガ
レ
ー
ジ
で
呑
ん
だ
く
れ
る
お
っ
さ
ん
、
そ
し
て
イ
ノ
シ
シ
や
ヌ
ー
ト
リ
ア
が
出
没
す
る
雨
無
村
の
空
間

も
、
あ
く
ま
で
リ
ア
ル
な
田
舎
を
描
き
つ
つ
、
ど
こ
か
で
「
リ
ア
ル
」
を
超
え
た
幻
想
性
を
感
じ
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
都
市
を
舞
台
と

し
た
初
期
の
短
編
で
繰
り
返
し
描
か
れ
て
き
た
、「
だ
っ
て
現
実
は
誰
も
助
け
て
く
れ
な
い
で
し
ょ
」（by 

野
花
）
と
い
う
シ
リ
ア
ス
な

現
実
認
識
と
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
上
で
な
お
何
か
を
信
じ
て
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
人
々
と
い
う
主
題
と
も
重
な
っ
て
い
た
。

あ
と
が
き　
岩
本
社
会
学
で
や
っ
た
こ
と
／
や
り
た
か
っ
た
こ
と
 …
…
…
…
…
…
橋
爪 

太
作



岩本社会学論集
2012年 5月 5日　第 1版第 1刷発行
編　者 ……………………………………………………………………………………………… 橋爪太作・日髙利泰
発行所 ……………………………………………………………………………………岩本社会学プロジェクト
印刷所 ……………………………………………………………………………………………………………………………… POPLS
連絡先 ………………………………………………………………

装丁・本文 DTP：河原通信社図案室


