
物
語
に
込
め
ら
れ
た
思
い

『
牛
首
』

昔
あ
し
む
か
し
、
松
川
村
と
西
山
村
で
は
、

「乳
川
が
村
の
境
だ
。
」

「い
い
や
、
大
洞
(
お
お
ぼ
ら
)
山
の
尾
根
が
境
だ
。
」
な
ど
と
言
い
あ
ら
そ
っ
て
、
ど
っ

ち
も
後
ろ
へ
は

引
か
な
か
っ
た
そ
う
だ
が
、
あ
る
時
、
芝
草
刈
り
に
行
っ
て

た
両
方
の

若
い
衆
が
、
鎌
を
振
り
か
ざ
し
て
の
乱
闘
さ
わ
ぎ

と

な
っ
て
し
ま
っ
て
、
こ
の
ま
ま
に
し

て
お
く
わ
け
に
も
い
か
ず
、

「そ
れ
じ
ゃ
あ
、
時
刻
を
決
め
て
双
方
か
ら
山
へ
登

っ

て
、

バ
ッ
タ
リ
行
き
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
境
と
決
め
ず
。

」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
血
気
さ
か
ん
な

松
川
村
の
庄
屋
さ
ま
は
、

「村
境
は
乳
川
の
測
に
し
て
み
せ
る
ぞ
。」

と
、
馬
で

一
気

に

大
桐
山
か
駆
け
よ
が
り
、

「あ
あ
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
も
う

し
め
た
も
の
だ
わ
い
。
」
と
ふ
っ

シ
牒
伊
ぶ
り
仰
い
で
み
る

ζ
あ
れ
、
木
の
閉
か
ら
牛
が
K
ゆ
っ
主
目
を
出
し
て
い
る
・・・

そ
う
し
て
年
老
い
た
西
山
村
の
庄
屋
さ
ま
が
、
白
い
ひ
げ
を
な
で
て
ニ

コ
ニ
コ
笑
っ
て
い

た
で
は
な
い
か
・
・
・
。
そ
れ
か
ら
両
方
の
境
は
、

こ
こ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

「牛
首
」
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
な
。

-M・松
川
村
の
臣
屋
さ
ま

・
西
山
村
の
庄
屋
さ
ま

松
川
村
の
民
話
に
つ
い
て

湯
口
康
章
さ
ん
が
話
し
て
く

れ
た
。
多
く
は
松
川
に
住
ん

で
い
る
人
達
が
参
加
し
て
い

る

「村
お
こ
し
こ
ぶ
し
会
」

と
い
う
会
が
あ
り
、
村
の
民

話
を
伝
え
て
い
る
。

民
話
は

松
川
村
に
住
ん
で
い
た
人
達

が
子
供
達
に
話
を
し
た
こ
と

が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
民
話
と

な
っ
た
。
昔
は
田
ん
ぼ
に
そ

れ
ぞ
れ
名
前
が
つ
い
て
い
た

が、
A
古
参
¥
な
っ
て
し
ま
っ

た
そ
う
だ
。

民
話
と
い
う
の

は
、
「
た
み
」
が
作
っ
た
創

作
民
話
に
な
っ
て
今
も
残
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
一
つ
の
物

語
を
紹
介
し
ま
す
。

公の

i願
え
て

安

雲

守

官
同

節

心、

ん

田

る

さ

安
曇
節
は

1
9
2
3年

(大
正
ロ
年
)
か
ム
始
ま
っ

た
。
松
川
村
だ
け
の
正
調

安
曇
節
は

1
9
2
5
年

(大
正
日
年
)
か
ら
。
正

調
は

「
サ
ァ

l
」
が
つ
く

の
が
特
徴
。
創
始
者
は
榛

葉
太
生
。
今
で
は
約
5
万

2
千
も
の
歌
詞
が
あ
り
、

無
形
文
化
財
と
し
て
登
録

さ
れ
て
い
る
。

松
川
村
在
住
の
一
向
田
尚

武
さ
ん
(
花
)
は
、
歌
を

作
る
人
が
い
な
く
な
っ
た

時、

安
曇
節
を
終
わ
ら
せ

た
く
な
い
と
い
う
思
い
か

ら

一
日

一
個
、
日
記
風
に

歌
を
書
き
続
け
て
い
る
。

思
っ
た
こ
と
を
七
七
七
五

に
表
し
、

今
で
は

3
4
6

0
あ
め
援
の
種
類
が
φ
Q
。

高
田
さ
ん
の
名
刺
に
書
い

て
あ
る
歌
の

一
つ
に

「サ
ァ
l

よ
く
来

て
く
れ
た
松
川
村

ヘ
水
の
う
ま
さ
と

人
の
よ
さ

チ
ョ

コ
サ
イ
コ
ヨ
コ
イ
」

が
あ
る
。

『
チ
ョ
コ

サ
イ
コ
ラ
コ
イ
』
は

ア
イ
ヌ
語
で
「
そ
う

だ
そ
う
だ
同
感
だ
」

と
い
う
議
書
つ
。

高
田
さ
ん
は

「
今

の
子
供
達
は
踊
り
は

踊
れ
る
が
、
歌
が
歌

え
な
い
子
が
多
い
。

安
曇
節
は
村
の
宝
な

の
で
、
世
の
中
に
広

め
て
ほ
し
い
」
そ
し

て
「
松
川
村
を
誇
り

に
思

っ
て
ほ
し
い
」

サ

ァ

!

聞

寄
れ
や
寄
っ
て
こ
い

安
曇
の
踊
り
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田
か
ら
可
か
ら
野
山
か
ら

と斗
A
」

野
山
か
ら

A :とっさ 1 隣のがきが
どぶすになった。

(父さん !隣の男の子が病

気で床についたってよ)

B:そうかい、 それはもー

らしいな。

(そうか、それは気の毒だな)

る

A:やい、まだかかさにじよぜーるなのか?

(おまえ、まだ母さんに甘えてんのか?)

B:うんにや、びしよってねえ、おめえに言われたくねえ。

(し、や、意気地なしのおまえに言われたくない。)

ふ

松 111c;)方吉老健い
会話形式にし-ctH号ました

A:なんだかもぞ、っかいなあ。

(なんだか体がかゆいなあ。)

B:がった坊主がへっぷり虫で遊んでえれえ目にあった。

(し、たずら坊主がカメムシがで遊んで、えら

いめにあった。)

入
れ
て
も
ら
え
ず
、
そ
こ
か
ら
自

分
た
ち
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を

取
り
入
れ
て
歩
み
始
め
た
。

現
在
、
大
人
子
供
合
わ
せ
て
約

日
人
が
活
動
し
大
人
会
で
は
海
外

公
演
を
行
っ
た
り、

子
供
会
で
は

全
国
大
会
で
優
勝
す
る
な
ど
全
国

的
に
も
有
名
な
太
鼓
チ
l
ム
に
成

長
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
響
岳
太
鼓
に
つ
い

て
茅
野
英
太
郎
さ
ん
は
、

「村
民

の
人
た
ち
に
響
岳
太
鼓
を
知
っ
て

も
ら
い
、
ど
こ
の
太
鼓
チ
l
ム
よ

り
も

一
番
だ
と
思
っ
て
も
ら
い
た

い
」
よ
語
っ
た
。

響
岳
太
鼓
は
、
村
の
商

工ム
歪
円
年
蔀
の
人
た
弘
が
、

「
村
お
こ
し
の
た
め
に
何

か
で
き
な
い
か」

μ暑
え
、

1
9
8
6年
か
ら
始
め
ら

れ
た
。
今
年
で
お
周
年
を

迎
え
る
。

最
初
は
寄
付
集
め
か
ら

始
ま
り
、

曲
や
練
習
場
も

な
く
当
時
の
会
長
の
屋
根

裏
を
借
り
て
練
習
を
し
た

り
他
の
太
鼓
チ

l
ム
か
ら

色
々
な
こ
と
を
教
え
て
も

ら
っ
て
い
た
。
し
か
し

2

回
目
の
海
外
公
演
で
は
、

そ
の
国
の
人
た
ち
に
受
け

歴史深い響岳太鼓

A:ひげたで焼いた「し、よJがきなくせえな。

(いろりで焼いた魚が焦げ臭いな。)

B:そりゃ、たまげた。

おしょう しいことしたな。

(それは驚いた!もったし、なし、ことをしたオλ)

「心と体にしみわたる」大人会の練習風景

アルプスに響け!郷土の太鼓

① 

(文化)

② 

③ 

④ 


