
「北

限

大

地
」

の

前

代

話

林

常

夫

皆

さ
ん
の
現
代
話

か
ら
連
想

し
て
半
世
紀
、
そ

れ
よ
り
二
、

三
十
年
さ

か
の
ぼ

っ
た
小
昔

を
書

い

て
参
考

に
供

し
た
い
。

私
は
道

・
林
務
官
と
し
て
実
査

し
た
の
は
明
治

末
か
ら
大
正

・
昭
和

の
初
め

に
か
け
て
だ
が
ら
、

平
均
し
て
半
世
紀

と
い
え
る
が
、

い
ま
よ
り
は
原

始

の
匂

い
が
残

っ
て
お
り
、
北
日
本
海
、
オ
ホ
ー

ツ
ク
海

か
ら

の
海
風
に
烈

し
く
吹
き
ま
く
ら
れ
る

平
野
、
そ
れ
は
道
内

の
他

の
大
平
原
、
湿
原
と
は

他
国

の
よ
う

に
立
地
条
件
や
自
然
風
物
が
異
な
り

む

し
ろ
沿
海
州
、
カ
ラ

フ
ト
と

の
ほ
う
が
近
縁
じ

ゃ
あ

る
ま
い
か
と

の
印
象
が
、

い
ま
だ

に
ぬ
け
き

ら
な

い
、

こ
れ
は
私

の
小
先
入
観

を
弄
す

る
よ
う
で
あ

る

が
、
世
人

は

「
北
海
道
」
と

一
口
に
概
括
論
を
す

る
癖
も
あ
る
か
ら
、
あ
え
て

一
言
し
た
い
、
す
な

わ

ち
本
道
は

ス
イ

ス
の
国

の
二
倍

も
あ

る
大
嶋
で

周
園
に
は
暖
寒
海
流

の
影
響
が
顕
著

で
、
内
陸
と

沿
海
地
方

、
ま
た
南
方
、
北
部
地
域

で
は
、
他
国

の
よ
う
に
立
地
条
件
が
異
な
る
。
す
な
わ
ち

「
北

限
大
地
」
は
、
開
拓
上
ま

っ
た
く
別
天
地

で
あ

る

こ
と
を
認
識

し
て
か
か
る
必
要
が
あ

る
と
思
う
。

。
天
塩
、
幌
延
原
野
の
原
始
林
時
代

ア
カ

エ
ゾ

マ
ッ
に
特

に

「
天
塩
松
」

の
名

日
本

の
よ
う
に
風
と
雨

の
多

い
国

は
、
天
下

に

稀
れ

で
あ
る
。
私

の
小
専
門
は
常
風

(
台
風
で
な

く
)
と
林

木
の
風
衝
生
態
研
究
、

つ
ま
り
防
風
林

原
論

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
調
査

時
代

に
知

っ
た

こ
と
は
、
羽
幌
測
候
所

(
留
萌

を
併

せ

て
)

の
風

の
観
測
因
子
、
す
な
わ
ち
風
よ
け
の
船

着
場
、
市
街
地
で
の
風
当
り
は
、

日
本
海

に
暴
露

し
て
風
当
り

の
猛
烈

な
場
所
と
は
大
変
な
相
違
で

天
塩
沿
海
国
鉄
建
設
後

に
、
そ
の
脅
威

の
大
変
な

の
に
驚
ろ

い
た
事
実

か
ら
、

こ
の
大
平
原
が
、
想

像
以
上

の
強
風
威
圧
下

に
あ
る

こ
と
を
知
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
。

し
か
し
て
風
圧
下

の
原
始
林

は
次
述

の
ご
と
く

ア
カ

エ
ゾ

マ
ツ
、

ト
ド

マ
ッ
の
純
林
型

で
、
局
部

的

で
は
あ

る
が
、
現

に
天
塩
川
下
流

に
相
当
厚

い

ツ
ソ
ド
ラ
地
帯
も
存
在
し

(
戦
後

パ
ル
プ
原
料
な

ど
と
騒

が
れ
た
)
、

一
大
純
寒
帯
湿
原

で
あ

っ
た

よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
で
、
私

は
北
沿
海
州
と
親
類

感
を
さ
え
も

っ
た

の
で
あ
る
.

私

が
踏
査
し
た
明
治
四
十

二
年

に
は
、
そ
の
ア

ヵ

エ
ゾ

マ
ッ
の
大
原
始
林

は
濫
伐
さ
れ
終

り
、
荒

漠
た
る
原
野
で
、
今

日
盆
栽

と
し
て
珍
重

さ
れ

て

い
る
萎
生

の
シ
ン
コ
マ
ツ

(
ア
カ

エ
ゾ

マ
ッ
の
別

名
)
が
生
き
残
る
だ
け
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
そ

の
時
分
に
生
き

て
い
た
先
輩

の
実

話
で
は
、
明
治
二
十
年
く
ら

い
ま
で
前
に
も
ど

る

が
、
実

に
見

は
る
か
す
ア
ヵ

エ
ゾ

マ
ッ
の
美
林
で

本
道
材

で
第

一
番
目
に
大
量

に
伐
り
出
さ
れ
た
の

は

こ
れ
で
、

三
井
物
産
会
社
が
天
塩
川

口
や
沿
岸

で
船
積

み
し
て
内
地
市
場

に
出
し
て
人
気
を
拍
し

特

に

「
天
塩
松
」
と

い
う
名
柄

が
で
き

て
、

つ
い

に
浜
松
市

で
ヴ

ァ
イ
オ
リ
ソ
の
胴
、
そ

の
他
楽
器

用

と
し
て
盛
名
を
拍
し
て
今
日
の
貴
重
材
と
な

っ

た

の
で
あ

る
。
そ
れ
で
、

こ
の
地

の
前
代
話

は
証

明
さ
れ
た

と
思
う
。

。
猿
払
原
野
の
想
定

今

度
は
東

側
の
オ
ホ
ー
ッ
ク
海
沿

い
の
ほ
う
だ

が
、

こ
の
ほ
う
は
夏
も
、
真
冬
も
、
早
春

も
歩

い

て
は

い
る
が
、
時
代
が
大
正
以
降
で
原
始
林
時
代

の
想
定

に
困
難

が
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
原
始
林

の

破
壊

さ
れ
た
の
は
、
西
側
幌
延
湿
原
よ
り
は
後
年

だ
と
思
う

の
は
次
述

の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
猿
払
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湿
原
に
は
こ
れ
ま
た
特
異
性
が
あ
る
.

そ
れ

は
オ
ホ

ー
ッ
ク
海

に
東
流

す
る
各
河
川

の

川

口
が
冬
季
、
凍
結

(
方
言
で
は
川

口
が
ク

ワ
ル

と

い
う
)
す
る
全
川
水
が
融
雪

と
と
も

に
雪
原
の

下
で
氾
濫
し
、
早
春

に
は

一
時
南
北

に
長

い
大
平

原
が
臨
時

の
湖
水
と
化
し
、
鴎
が
群
を
な
し
て
飛

び
交
う
奇
観
を
呈
し
、
浜

と
奥

の
由
林
と
の
交
通

は

一
時
杜
絶

の
形
と
な

っ
た

(
い
ま
は
住
民
が
繁

殖
し

て
、
人
工
で
川
口
の
凍
結
を
切
り
開
く
)
。

こ
の
湿
原

に
も
ア
カ

エ
ゾ

マ
ッ
の
原
始
林
群

は

西
側

に
似
て
存
在
し
た
と
は
思
う
が
、

わ
れ
わ
れ

が
見

た
頃
は
、
ト
ド

マ
ッ
群

の
み
が
特

に
そ

の
概

観

で
あ

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
地
方

の
森

林
利
源

が
豊

か
で
あ

っ
た

こ
と
は
次

の
事
実

か
ら

断
定

で
き

る
。

そ
れ

は
宗
谷
鉄
道
本
線

の
予
定

は
西
廻
り
、
す

な
わ
ち
、
幌
延
平
野
の
近
道
通
過
が
本
筋

の
は
ず

な

の
に
、
明
治
四
十
二
年

か
に
天
塩
中
川
郡
オ
ト

イ
ネ

ッ
プ
駅

か
ら
突
然
東
折
し
て
頓

別

に
出
て
、

猿

払
廻
り
で
稚
内

に

つ
な
が

っ
た
。

こ
れ
が
貴
族

院

で
問
題

に
な
り
、

石
原
長
官

が
迷
惑

さ
れ

た
と

い
う

こ
と
を
小
耳

に
は
さ
ん
で

い
た
。

そ

の
後
、
調

べ
・て
み
る
と
名
前
は
略
す
る
が
、

そ

の
沿
線

に
は
五
千
町
歩
、

一
万

町
歩

と

い
う
牧

場
名
儀

の
大
森
林
所
有
者
が
軒
を
並
べ
て
あ

っ
た

も

の
で
、

な
る
ほ
ど
と
は
思
う
が
、

そ
の
利
権
森

林

に
、

ア
カ

エ
ゾ

マ
ッ
が
た
く
さ
ん
あ

っ
た
と
い

う
。
西
側

の
よ
う
な
実
話
は
伝
聞

し
て

い
な
い
。

し
か
し
、
当
時

ト
ド

マ
ッ
は
製
紙
原
料

と
し
て
の

ほ
か
は
、
木
材
と
し
て
人
気

の
な

か
っ
た
時
代
だ

か
ら
、

ア
カ

エ
ゾ

マ
ツ
も
た
く
さ
ん
あ

っ
た
と
想

像

し
て
間
違

い
は
あ

る
ま
い
。

し
か
も
そ

の
後
人

口
が
少
な
く
、
消
人

の
な

い

野
火

に
焼
か
れ
て
、
原
生
花
園
と
化

し
た

の
が
今

日
の
帰
趣
で
は
あ

る
ま
い
か
。

・
宗
谷
方
面
は
想
像
で
き
な
い
。

こ
の
方

面
は
稚
内
が
北
方

の
要

津
で
甘
か
ら
海

路

の
交
通
が
開
け
、
漁
業

の
歴
史
も
古
く
、
し
た

が

っ
て
原
始
林
破
壊

の
史
実
も
遠

い
と
思
う
。
私

と
し
て
は
昭
和

に
な

っ
て
か
ら
利
尻
、
礼
文
両
島

の
国
有
林
関
係

で
し
ば
し
ば
通
過

は
し
た
が
、
そ

の
宗
谷
本
土
の
原
始
林
型
な
ど
は
到
底
想
像
が
で

き
な

い
。

た
だ

一
つ
疑
問
を
抱

く
の
は
、
稚
内
裏

山
を
は
じ
め
、
自
然
林

が

一
度

山
火

に
か
か
る
と

自

然
生
林
木

の
回
復
が
遅
く
、
人

工
造
林
も
成
績

が
面
白
く
な

か

っ
た
と

い
う
古

い
休
験

で
あ
る
。

私

の
現
役
時
代

に
は
、
北

見
紋
別
郡
以
南
、
天

塩
南
部

で
は
、
針
葉
樹
林

が
焼

け
て
も
そ

の
跡

に

は

シ
ラ
カ
バ
、
ヤ

マ
ナ
ラ
シ
、

そ
の
他

の
天
然
更

新

に
よ
る
復
興
林
に
た
す
け
ら
れ

た
も

の
で
あ
る

が
、

こ
の
北
限
大
地
で
は
そ
れ
が
困
難

で
あ

っ
た

こ
と
の
先

入
感
を
持

つ
。

い
ま
は
若

い
方

の
努
力

で
人

工
造
林
な
ど
、
着

々
成
功
し
て
お
ら
れ

か
し

と
希

う
て
い
る
。

・
北
限
大
地

の
未
来
話

大
ま
か
な
前
代
話
は

こ
の

へ
ん
で
お
わ
る
。

し

か
し
、
近
年

は
自
分
で
踏
査

し
な

い
か
ら
未
来
話

は
書
け
な
い
が
、

い
ま
ま
で
読

ん
だ

こ
の
地
方

の

開
拓
報
文
中

に
、
全
道
的
に
も
問
題

で
あ
る
斜
面

開
墾
と
、
そ

の

エ
ロ
ー
ジ

ョ
ソ
に
よ
る
貧
農
地
化

の
こ
と
が
気

に
か
か
る
。

日
本
農
民

の
得
意

な
伝
統
、
石
垣

に
よ
る
段

々

畑
は
、
概

し
て
石

の
少
な

い
本
道

で
は
元
来
不
可

能
で
あ

る
。
だ

か
ら
、
自
然

と
山
岳
大
斜
面
の
開

墾
が
流
行
す

る
。
た
と
え
ば
、

石
狩
河

の
水
害
問

題

の
く
り
返
し
も
、
元
来
両
岸

の
平
原

は
原
始
時

代

か
ら
出
水
時

の
遊
水
区
域

で

(北
限
大
地
湿
原

も
同
様
)
あ

る
の
を
、
今

日

こ
れ
を
耕
地
化
し
た

も

の
で
あ

る
が
、
周
囲

の
山
岳
部

が
大
き
な
斜
面

開
墾
地
と
化

し
た
か
ら
、
原
始
林
時
代

よ
り
は
遥

か
に
降

雨
時

の
出
水
時
間
が
急
速

に
な
り
、
洪
水

化
す
る

こ
と
は
説
明
を
要
し
な

い
。

「
洪
水
は
水

源
森
林

の
濫
伐

に
よ
る
」
な
ど
の
説

明
よ
り
は
も

っ
と
手
近
な
事
実

で
あ
る
。

こ
の
点

は
米
国
と
概
し
て
国
情

が
似

て
い
る
。

古
来
、
彼
国
の
元
住
民
イ

ソ
デ

ィ
ア

ソ
は
焼
畑
農

業

の
伝
統

を
有

し
、
山
岳
斜
面
を
焼

き
払

い
、
天

然
肥
料

の
持
続

す
る
間

は
斜
面
耕
作

を
や
り
、
次

々
に
移
転
し
た
。
本
道
同
様

に
石

の
な

い
国
土

で

あ
り
、
段

々
畑

の
習
慣
も
な

い
か
ら

(
そ
の
点
、

北
鮮
、
南
満
州
長
白
山
脈
山
村
民
も
常
習
)

エ
ロ

ー
ジ

ョ
ソ
に
な
や
ま
さ
れ
、
政
府
は
斜
面
に
直
角

即
水
平
畝
を
励
行

(
本
道
で
は
平
気
で
順
勾
配
、

上
下

に
畝
を
作

る
)
そ

の
ほ
か
い
ろ

い
ろ
細

か
い

指
導
も
し
た
が
、

つ
い
に
国
営

で
ミ
シ
シ
ッ
ピ

ー

河
流
域
テ
ネ

シ
ー
バ

レ
ー
に

一
大
地
域

を
選
び
、

国
営

で
模
範

的
な
治
水
、
理
水
、
電
化
に
よ

っ
て

理
想
的
な
農
、
林
、
工
業
の
適
地
適
業
の
見
本
地

帯

の
創
作
を
完
遂

し
、
わ
が
国

に
も
戦
後

に
有
名

に
な

っ
て

い
た
。
よ

っ
て
、
私

は
こ
の
地

の
視
察

報
文
を
あ
さ

っ
て
み
た
が
、
電
気

に
関
す

る
も

の

は
あ

る
が
、
農
林
関
係
は
見
当

た
ら
な

い
の
は
遺

憾

で
あ

る
。

本
州
以
南

の
わ
が
国

の
石
垣
応
用

の
段

々
畑

は

次
第

に
果
樹
園
化
し
つ
つ
あ

る
。
石

の
少
な

い
本

道

で
は
そ
れ
も
不
可
能

で
あ
り
、
殊

に

「
北
限
大

地

」
の
よ
う
な
苛
酷
な
立
地
条
件

で
は
、
大
戦
後

山
の
手
奥
地
移
民
に
ず

い
ぶ
ん
不
成
績

の
よ
う

で

こ
の
点

に
つ
い
て
防
風
林

の
再
建
と
と
も
に
、

こ

の
降

雨
出
水
ご
と
に
起

こ
る

エ
ロ
ー
ジ

ョ
ソ
問
題

は
先
決
条
件

の
よ
う
に
思
う
。

こ
の
地
方

で
は
、
洋
上

の
美

し
い
離
島

の
眺
望

と
、

足
元

の
淋
し

い
原
生
花
園
に
詩
情
が
わ
き
、

宗
谷

の
浜

に
は
メ
ノ
ー
や
ジ

ャ
ス
パ
ー
な
ど
宝

の

砂

利
も
沖

か
ら
打

ち
あ
げ
ら
れ
、

一
応
、
観
光

の

資
は
備

わ
る
が
、
筆
者
の
ご
と
き
明
治
人

に
は
、

な
ん
と
し
て
も
雄
渾
な
ア
カ

エ
ゾ

マ
ッ
原
始
林
景

観

の
昔
が
偲
ば
れ
る
。(北

海
道
林
業
会
舘
・
理
事
長
)
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