
『
お
く

の
ほ

そ
道

』
の
魔
境

松

隈

義

勇

『お
く

の
ほ
そ
道
』
三
百
年

の
声
が
し
き
り
に
聞
か

こ
わ

れ
る
。
そ
の
遺

跡
に
関
す

る
怖

い
お
話
し
を
し
よ
う
。

数
年
前
、
文
芸
科

一
年

の
研
修
旅
行
で
福
島
県

の

あ

だ

た

ら

あ
だ
ち

黒
塚
に
行

っ
た
。安
達
太
良
山
系
の
束
に
広
が
る
安
達

が
原
に
住

ん
で
、
人
を
あ
や
め
た
鬼
女
の
骸
を
埋
め

た
と
伝
、え
ら
れ
る
塚
で
あ
る
。
高

い
杉

の
植
わ
る
塚

の
前
で
撮

っ
た
或
る
ゼ
ミ
の
写
真

の
ネ
ガ
の
、
学
生

の
列

の
端
に
着
物
姿

の
老
婆

の
姿
が
は

っ
き
り
写

っ

て
い
た

(焼

い
た
写
真

に
は
現
れ
て

い
な

い
)
。
そ
れ

を
、
私
も
見
た
。
近
く

に
怪
し
げ
な
岩
屋
や
気
味
悪

い
川
が
あ

っ
た
り
す
る
こ
の
辺
り
で
は
奇
怪
な
現
象

が
時
折
起
こ
る
と

い
う
よ
う
な

こ
と
も
聞

い
た
。

安
達

が
原
と
並
ん
で
魔

の
荒
野
と
恐
れ
ら
れ
た
の

が
栃
木
県

の
那
須
野
が
原

で
あ
る
。
イ

ン
ド

・
中
国

た
ま

も

か
ら

日
本
に
渡

っ
て
き
た
金
毛
九
尾

の
狐

が
玉
藻

の

前
と

い
う
美
女

に
化
け
て
帝
を
悩
ま
し
た
が
、
正
体

あ
ら

を
見
顕
わ
さ
れ

て
こ
の
原
に
隠
れ
、

つ
い
に
退
治
さ

く
ろ
ば
ね

れ
た
と

い
う
伝
説
が
あ
る
。

那
須
黒
羽
の
町
は
ず
れ

ま
つ

に
そ
れ
を
祀

っ
た
玉
藻
稲
荷
神
社
が
あ

る
。
深

い
水

た
た

ま
こ
ら

を
湛
え
た
小
さ

い
池
を
前

に
し
た
祠
は
樹
林

の
中
に

暗
く
、
妖
気

が
た
ち

こ
め
て
い
る
。
狐
の
怨
霊
が
石

せ
つ
し
よ
う
せ
き

と
化
し
て
、
生
類
を
殺
し
続
け
た
と
い
う
、
そ
の
殺
生

石

は
那
須
湯
本

に
今
も
あ
る
。

黒
塚
も
殺
生
石

(玉
藻

の
前
)
も
能

で
名
高
く
、

そ
れ
で
芭
蕉
は
そ
の
遺
跡
を
尋
ね
歩

い
た
の
で
あ
る
。

那
須
野
が
原

の
た
だ
中

で
芭
蕉
等

の
前

に
、
妖
精

の
よ
う
に
姿
を
見
せ
る
の
が
少
女
か
さ
ね

で
あ
る
。

場
所
が
場
所
だ
け
に
文
学
的
効
果
は
抜
群

で
あ
る
。

魔
境
め

い
た
所

で
は
、
雨
に
逢
う
こ
と

が
多

い
。

芭
蕉
は
雨
で
探
訪
を
果
た
さ
な
か

っ
た
が
、
宮
城
県

な
と
り

名
取
市

の
は
ず
れ

の
田
園
中

に
あ
る
、

こ
こ
で
客
死

さ
ね
か
た

し
た
と
伝
え
ら
れ
る
平
安

の
歌
人
藤
原
実
方

の
墓
。

竹
藪
や
林

に
囲
ま
れ
て
昼
も
暗
く
、
折
か
ら

の
に
わ

か
雨
で
木

々
が
ざ
わ
め
き
、
同
行

の
人

は
誰
か
す
す

り
泣

い
て
い
る
と
、
身
を
す
く
め
、
声
を

ふ
る
わ
し

た
。
そ
れ
か
ら
、
平
泉
中
尊
寺

の
奥

に
あ
る
能
楽
堂

の
あ
た
り
。

日
の
傾
く
頃
、
私
は
ー一
人
。
降
り
し
き

る
雨
の
中
を
よ
ぎ
り
過
ぎ
る
幻
が
ふ

っ
と
見
え
た
。

お
や
し
ら
ず

北
陸
の
難
所
、
親

不
知
は
今
で
も
怖

い
感
じ
だ

っ

た
。
ゼ
ミ
旅
行

の
金
沢

で
、
芭
蕉

か
ら
死
を
惜
し
ま

れ
た

一
笑

の
墓

で
撮

っ
た
写
真
に
学
生
以
外

の
人

の

顔
が
見
え
る
と
、

一
人

の
学
生
が
悲
鳴
を
上
げ
た
。
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霊
場
と
い
う
所
は
半
面

に
魔
境
と

い
う
性
格
を

秘

め
て

い
る
。
栃
木
県
の
日
光
は
東
照
宮
の
で
き
る
以
前

か
ら

の
霊
場

で
、
魔
境
め
く
所
で
も
あ

る
。
中
で
も
芭

蕉
が
探
勝
し
た
舗
灘

が
淵

は
レ
大
谷
胤
㊨
渓
谷
美
が
見

ら
れ
る
所
だ
が
、
薄
気
味
わ
る

い
所
で
あ
る
。
山
側

の

日
の
さ
さ
ぬ
路
に
沿

っ
て
、
入
の
体
く
ら

い
の
坐

っ
た

形
の
苔
む
し
た
石
仏
が
ズ
ラ
リ
と
並
ん
で
い
る
。
暗
い

樹
陰
に
居
並

ぶ
石
仏
は
亡
霊

の
群

の
よ
う
で
、
冥
界
に

で
も
入
り
込
ん
だ
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。石
仏
は
七

十
体
も
あ
る
ら
し
い
が
、
か
ぞ
え
る
た
び
に
数
が
違
う

の
で
、
お
化
け
地
蔵

と
呼
ば
れ
て

い
る
と
聞

い
た
。

芭
蕉

の
訪
れ
た
中

の
最
高
の
霊
場
と

い
え
ば
出
羽

三
山
で
あ
る
。
特

に
奥

の
院

の
湯
殿
山
は
神
秘
的
な

ぎ
よ
う
ば

行
場

で
、
御
神
体

は
頂
か
ら
温
泉

の
湧
く
奇
怪
な
赤

い
大
岩

で
あ
る
。

即
身
仏
と

い
っ
て
地
中

に
入
り
仏

に
な

っ
た
ミ
イ
ラ
が
周
辺
に
点
在
す
る
。

私

が
特

に
鬼
気
を
感
じ
た
霊
場

は
、
死
者

の
霊

の

り

ゆ

う

し

や

く

じ

棲

む
山
と

い
わ
れ
る
山
形
県
の
立

石

寺
で
あ
る
。
数

回
登

っ
た
う
ち
の
三
度
は
お
参
り

の
人
も
殆
ど
な

い
、

雨
の
降
り

こ
め
る
夕
暮
れ
時
で
あ

っ
た
。
全

山
は
樹

木

に
覆
わ
れ
た
岩
山

で
、
路
傍

の
岩
壁
に
供
養

の
文

字
や
墓
碑
名
な
ど

が
刻
ま
れ
て
い
る
。

千
数
百
段

と

い
う
石
段
を
踏
ん

で
奥

の
院

に
近
づ

く
と
、
路

の
片
側

の
岩
壁
の
根
も
と
に
所
狭
し
と
立

そ

と
う
ば

て
て
あ
る
、
頭
に
滑
車

の
付
い
た
卒
塔
婆

が
異
様
な

雰
囲
気
を
漂
わ
し
て

い
る
。

奥

の
院

の
堂
内
に
納

め
ら
れ
た
、
死
者

の
骨
壼
や

写
真
、
入
形
、
亡
き
年
少
者

の
結
婚

の
様
を
想

い
描

と

も

し

い
た
絵
馬
な
ど
が
、
薄
暗

い
燈
で
幽

か
に
見
え

る
。

そ
う

い
う
土
俗
信
仰
、
庶
民
信
仰
的
な
悲

し
い
お

ど
ろ
お
ど

う
し
さ
を
、
芭
蕉
ほ
ど
の
感
性

の
持
ち
主

が
見
過

ご
す
は
ず

は
あ

る
ま

い
。

そ
れ
を
証
明
す
る

、
の
は
現
地
で
詠
ま
れ
た
初
案
の
「山
寺
や
石
に
し
み
つ

く
蝉
の
声
」
で
あ

る
。
蝉

の
声
が
石
に
し
み

つ
く
と
は

あ
か
ぬ
け
し
な

い
感
じ
方
だ
が
、
し
か
し
ど
こ
か
不

気
味
な
感
じ
を
ひ
そ
ま
せ
て

い
る
。
お
そ
ら
く
芭
蕉

の
直
観
的
に
感
じ
た
ま
ま

の
表

現
な

の
で
あ
ろ
う
。

し
つ
か

と
こ
ろ
が
芭
蕉
は
こ
れ
を
推
敲
し
て
、
「
閑
さ
や
岩

に
し
み
入
る
蝉
の
声
」
と
改
め
、
前
文
に
お
い
て
そ

の
境
地

の
幽
清
閑
寂
で
あ
る
こ
と
を
極
力
た
た
え
た
。

清
域
で
鳴
く
蝉
の
声
を
、
岩
に
沁
み
徹
る
と
把
握
し

た
、
そ
の
特
異
さ
に
よ

っ
て
確
か
な
俳
意
を
得
、
ま

た
こ
の
上
も
な
い
静
か
さ
を
表
し
得
て

い
る
。
大
自

然

の
寂
寥
相
の
真
髄

に
徹
し
て
い
る
と
さ
え
も

い
え

る
、
そ

の
清
く
澄
ん
だ
深

い
静

か
さ
は
、
庶
民
信
仰

の
寺

の
死
霊

の
さ
ま
よ
う
よ
う
な
暗
さ
と
は
無
縁

で

あ

り
そ
う
に
、
だ
れ
し
も
が
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
暗
さ
は
ま

っ
た
く

消
え
て
し
ま

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
ど
う
も

そ
う

で
は
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

や
み

芭
蕉

の
心
に
は
陰

(暗
)
と
陽

(光
)
と

い
っ
た

相
反
し
た
極
が
あ

っ
て
、
そ
の
相
克
し
合
う

と
こ
ろ

か
ら
独
特

の
深
さ
と
力
が
生
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

光
は
暗
に
よ

っ
て

一
層
明
る
く

さ
れ

て
い
る
よ
う
に

想
わ
れ
る

の
で
あ

る
が
、
こ
の
句

の
場
合
、
陰
は
殆

ど
消
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
よ
う

で
あ
り
な

が
ら
、

そ
う

で
は
な
く
、
止
揚
さ
れ
、
底

の
方
に
沈
み
込
ま

さ
れ

て
い
て
、
陽

で
あ
る
幽
清
閑
寂
と

い
う
も

の
を
、

む
し
ろ
裏
か
ら
支
え
、
そ
れ
を
微
妙
に
深
め
る
作

用

を
し

て
い
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

こ
の
句
に
う
た
わ
れ
て

い
る
」
閑
さ
」
が
、
文
字

の
額
面
通
り
の
幽
清
閑
寂
と

い
う
だ
け
で
な
く
て
、

じ
や

く

じ

よ

う

デ
ね

は

ん

寂

静

、
浬
槃

の
死

の
世
界

に
通
じ
る
、
そ

つ
と
す

る
よ
う
な
、
底
無
し

の
深
さ
を

ひ
そ
め
て
い
る

の
は
、

せ

い

そ

の
所
為

で
あ

る

よ

う

に
、

私

に

は

思
わ

れ

る
。

そ

う

思

っ
て
み

る

と
、

平

泉

で
の
、

人

間

の
は

か

つ
は
も
の

な
さ
を
嘆

じ
た

「
夏
草

や
兵
ど
も
が
夢

の
跡
」
の
旬

に
は
、
草

む
ら

に
ち
ら
ば
る
白
骨
の
イ

メ
ー
ジ
が
あ

る
。
ま
た
、
越
後
路

で
の
旅

の
悲
し

み
を
詠
ん
だ

「荒

あ
ま
の
が
は

海
や
佐
渡

に
よ
こ
た
ふ
天
河

」
の
句

で
は
、
荒
れ
狂

う
海

の
響
き

の
申
に
死
霊

の
声
が
聞
こ
え
、
佐
渡

が

島
に
は
怨
霊

の
姿
が
見
え
る
。
天
の
川
は
死

の
世
界

と

の
間
を

つ
な
ぐ
橋
と
も
思
わ
れ
る
。

芭
蕉

の
す
ぐ
れ
た
句

に
は
死

の
イ

メ
ー
ジ
が
ひ
そ

ん
で

い
る
と
感
じ
る

の
は
、
私
だ
け
だ
ろ
う
か
。
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