
永久
保存版

鹿児島県垂水市牛根境地区を次世代につなげる地元教科書〔境浜／さけはま〕
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境浜

御
神
木
に
見
守
ら
れ

今
日
も
境
は
元
気
で
す
。

ふるさと本
Presents by 境地区公民館

時代が移り流れても、
今もそこに「ふるさと」が
あるという幸せ。
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新しい地元のくつろぎスペース

境 浜 ふ れ あ い 館

　
　
　

地
区
公
民
館
で
は
、
青
木
屋

　
　
　

さ
ん
の
斜な

な

め
後
ろ
の
場
所

に
、「
境さ

け
は
ま浜

ふ
れ
あ
い
館
」
を
建
設

い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
境
地
区
公
民
館
を
中
心

に
進
め
て
い
る
境
づ
く
り
計
画
（
境

地
区
地ち

い
き域

振し
ん
こ
う興

計
画
）
の
一
環
と
し

て
、
総そ

う
む
し
ょ
う

務
省
事
業
を
活
用
し
て
建
設

し
た
も
の
で
、
地
域
住
民
の
ふ
れ
あ

い
や
交
流
を
深
め
る
場
所
と
し
て
、

地
域
の
方
な
ら
ど
な
た
で
も
利
用

で
き
る
場
所
で
す
。（
土
地
は
、
地

元
の
岩
田
幸
治
さ
ん
の
ご
好
意
に
よ

り
、
お
借
り
し
て
い
ま
す
。）

　

ち
ょ
っ
と
し
た
お
茶
の
み
や
、
井

戸
端
会
議
、
料
理
を
持
ち
寄
っ
て
食

の
交
流
を
行
っ
た
り
、
高
齢
者
と
子

ど
も
の
交
流
の
場
と
し
て
、
習
い
事

教
室
を
開
催
し
た
り
、
そ
の
利
用
方

法
は
無
限
大
で
す
。

　

境
地
区
に
誕
生
し
た
新
し
い
憩
い

の
場
を
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

幅
はば

広い世代が訪れ、地域のつながりを深めあう空間づくり

境

◆完成／平成 28 年３月

◆運用／境浜ふれあい館運営協議会

　境地区公民館から同協議会へ委託。

　※同協議会は境地区住民で構成。

◆総務省事業＝平成 27 年度過疎地域等

　集落ネットワーク圏形成支援事業

誕
生
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◎発行元／境地区公民館（鹿児島県垂水市牛根境 1257-1 ／☎ 0994-36-3414）

◎編　集／境まちづくり推進グループ歴史事業（代表：岩田光穂氏）
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未来に残そう
わがふるさと境浜

本誌は、「ふるさとを次の世

代へ文化を継承する」ことを

目的に、牛根境地区の歴史等

を冊子化する「郷土史」作り

をスタートいたしました。そ

の後、幅広い読者層に読んで

いただくために、「若い世代

の興味を惹くデザイン性」、

「高齢者が往時を懐かしく思

える戦後の写真等の掲載」等

の検討を重ね、名称を「ふる

さと本」とすることで、先入

観なく、手に取っていただけ

る誌面構成を心がけました。

子どもから大人まで、より多

くの幅広い世代に読んでいた

だければ幸いです。

ど う ぞ、 ご ゆ っ く

りお読みください。

03 新しい地元のくつろぎスペース

境浜ふれあい館

04-13 特集！牛根境ってどんなとこ？

境浜を知る
04-05　写真／桜島を望む牛根境

06-07　1 垂水市最北の地

08-09　2 漁業のまち

10-11　3 養殖の歴史

12-13　4 インタビュー

14-15 伝統行事

先人の想いは、引き継がれる。

16-19 Photo studio

思い出写真館

20-23 牛根境・食の原点を教えます！

美味しい境浜

24-25 Sakehama Story

境浜の逸話

26-27 分かる人には分かる！

境浜のことば辞典

◎本誌は、総務省の「平成 27 年度過疎地域等集落ネットワー

ク圏形成支援事業」を活用し、境地区公民館が発行しています。

総務省の皆さんに感謝！

ふるさと本／目次
S a k e h a m a - F u r u s a t o - B o o k - C o n t e n t s

◎境地区 MAP-QR

※ Map は Google Map 上で表示されます。
※境づくり計画は、垂水市 WEB サイトに移動します。

◎境づくり計画 -QR

よか場所が
でけた！

トイレも完備 !

ソーラー
パネルで

発電！



境 浜 を 知 る
「境浜（さけはま）」とは、ここ牛根境の浜を示す言葉で、牛根境

の愛称といえます。この特集では、境浜の地域性や歴史などをご

紹介いたします！

◎写真／桜島と錦江湾とふるさと牛根境
（撮影日：平成 28 年 3 月 2 日　撮影者：垂水市企画政策課秘書広報係）

特　集
牛根境ってどんなとこ？
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「
牛
根
境
（
う
し
ね
さ
か
い
）」
は
、
霧

島
市
と
隣り

ん
せ
つ接

す
る
垂
水
市
最
北
の
場
所
に

位
置
し
て
い
ま
す
。
東
に
は
「
姶
良
カ
ル

デ
ラ
」
か
ら
な
る
山
地
を
背
に
し
、
西
に

は
鹿
児
島
県
の
母
な
る
海
「
錦
江
湾
（
鹿

児
島
湾
）」
を
臨の

ぞ

む
こ
と
の
で
き
る
、
山

と
海
に
囲
ま
れ
た
場
所
で
す
。

　
「
境
」
と
い
う
地
名
の
由
来
は
、
曽
於

郡
と
大
隅
郡
の
境
に
あ
る
た
め
「
境
」
に

な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
語
源
は

「
サ
ッ
カ
イ
」
と
い
う
砂さ

潟が
た

を
意
味
し
、「
海

岸
の
静
か
な
と
こ
ろ
」
を
い
い
ま
す
。

　

こ
の
地
区
は
、
旧
藩
時
代
に
は
「
曽
於

郡
福
山
村
境
」
と
な
り
、
そ
の
後
、
牛
根

二
川
地
区
と
の
地
理
的
な
近
さ
や
、
親
族

の
往
来
や
結
婚
等
も
多
か
っ
た
た
め
、
明

治
初
年
に
「
牛
根
村
境
」
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
地
は
、
弥
生
時
代
か
ら
漁
業
が
盛

ん
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
そ
れ
は
老お

い
が
み神

神

社
前
か
ら
出
土
し
た
弥
生
式
土
器
か
ら
見

て
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
弥
生
時
代
に

は
、
下
宮
神
社
の
下
ま
で
入
江
に
な
っ
て

い
て
、
小
舟
の
停て

い
は
く泊

と
し
て
は
最
適
で
、

福
山
の
宮
之
浦
を
出し
ゅ
っ
ぱ
ん帆
し
た
神
武
天
皇
が

こ
の
地
に
停
泊
し
、
こ
の
港
か
ら
瀬
戸
海

峡
に
向
け
て
出
帆
さ
れ
た
と
い
う
伝
説
も

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
30
年
頃
は
、
漁
業
を
中
心
と
し
な

が
ら
も
、
自
給
の
た
め
に
畑
作
も
行
っ
て

い
て
、
商
店
街
に
は
映
画
館
等
も
あ
り
、

活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
て
、
と
て
も
栄
え
た

地
区
で
し
た
。
近
年
で
は
、
少
子
高
齢

化
が
進
み
、
昭
和
49
年
に
１
９
０
４
人
い

た
人
口
は
、
平
成
27
年
４
月
に
は
７
１
９

人
と
減
少
し
て
い
ま
す
が
、
現
在
で
も
漁

業
関
係
者
が
大
半
を
占
め
る
漁
業
の
ま
ち

で
、
ビ
ワ
栽さ

い
ば
い培

も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
境
小
学
校
の
新
教
員
歓
迎
会
で

は
、「
甘
く
煮
た
ブ
リ
の
頭
を
か
じ
ら
せ

る
」
行
事
が
今
も
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の

他
に
、
全
国
に
名
高
い
か
め
壺
焼

し
ょ
う
ち
ゅ
う

酎
「
森

伊
蔵
」
の
酒
蔵
な
ど
が
あ
り
、
比
較
的
人

口
密
度
が
高
く
、
国
道
沿
い
に
は
商
店
街

が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
 

垂
水
市
最
北
の
地

海
と
山
に
囲
ま
れ
た
穏お

だ

や
か
な
ま
ち

桜島

至霧島市

至鹿屋市

牛根境の詳しい場所は、目次（２ページ）下の QR コードからご覧いただけます。

垂水市

牛根境

垂水市役所

道の駅
たるみず

■ 明治 11 年
　 境簡易科小学創設
■ 明治 22 年
　 垂水村、牛根村、新城村が発足
■ 大正  3 年
　 桜島の大爆発（大正噴火）
■ 昭和 30 年
　 牛根村、旧垂水町、新城村を
　 統廃合⇒垂水町の誕生
■ 昭和 33 年
　 垂水市制施行（垂水町⇒垂水市）
■ 昭和 47 年
　 境小学校校舎改築
■ 昭和 55 年
　 境地区公民館 完成
■ 平成  6 年
　 牛根境鉄道記念公園 完成
　 光村記念館 完成
■ 平成 22 年
　 牛根中学校統廃合

牛根境の歴史
HISTORY ①ダイジェスト

平成６年／旧国鉄大隅線の大隅境駅跡地を垂水市が整備し、地区住民が「憩
いこ

いの場をつくりたい」との思いで桜を植

樹して「牛根境鉄道記念公園」が完成しました。現在では、春になれば満開の桜が咲き誇
ほこ

り、夜には提
ちょうちん

灯でのライトアッ

プが行われ、市内屈指の花見スポットになっています。（写真上：日中、写真下：夜のライトアップ）

１

◎境小学校 ◎境小学校新教員歓迎会 ◎老神神社

7-I LOVE sakai

Q R



I LOVE sakai-89-I LOVE sakai

昭
和
30
年
頃

　

昭
和
30
年
頃
の
生
活
は
、
早
い
う
ち
に

夕
飯
を
と
っ
て
、
大
勢
の
家
族
に
見
送
ら

れ
沖
へ
漁
に
出
て
、
翌
朝
に
「
カ
タ
ク
チ

イ
ワ
シ
」
の
入
っ
た
「
竹
か
ご
の
い
け
す
」

を
引
い
た
本
船
が
見
え
る
と
喜
ば
れ
て
い

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

牛
根
境
の
漁
業
は
「
一
本
釣
り
」、「
地

引
網
（
ざ
こ
あ
ん
）」、「
き
ん
ち
ゃ
く
（
八

田
網あ

み

・
引
っ
き
ゃ
ん
・
ま
き
網あ

み

）」
の
大

き
く
３
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　

漁
場
は
、
湾わ

ん
な
い内

は
も
ち
ろ
ん
、
魚
の
な

い
と
き
は
古
江
、
海か

い
が
た潟

、
喜
入
な
ど
、
遠

く
へ
出
か
け
て
行
っ
た
そ
う
で
す
。
一
度

外
へ
出
る
と
、
当
時
は
20
日
位
は
帰
れ
ず
、

船
員
は
そ
れ
ぞ
れ
着
替
え
や
薪

た
き
ぎ

、
水
や
生

活
に
必
要
な
物
資
を
積
み
込
ん
で
出
漁
し

て
い
き
ま
し
た
。

　

漁
の
報
酬
は
、「
あ
ん
の
親
方
」
と
呼

ば
れ
る
「
網あ

み

元
」
の
元
に
集
ま
り
、
ソ
バ

を
食
べ
、
焼
酎
を
飲
み
な
が
ら
、
分
け
前

を
も
ら
う
「
計
算
」
と
呼
ば
れ
る
風
習
が

あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

昔
は
、
祝
い
ご
と
に
ソ
バ
を
食
べ
る
風

習
が
あ
り
、
月
１
回
の
給
与
は
お
祝
い
ご

と
に
当
た
る
こ
と
と
、
労
働
者
に
対
し
て

の
１
か
月
の
ね
ぎ
ら
い
の
気
持
ち
も
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
か
、

こ
の
日
は
酔よ

っ
払
う
人
た
ち
が
多
か
っ
た

そ
う
で
す
。

　

月
夜
の
晩
は
漁
が
休
み
で
、
海
が
時し

け化

て
い
る
時
は
、
漁
に
出
る
こ
と
は
難
し
い
た

め
、
網あ

み

な
ど
の
繕
い
や
、
舟
の
整
備
が
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
竹
か
ご
い
け
す

に
獲と

っ
た
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
は
遠
用
カ
ツ

オ
釣
り
船
の
業
者
に
売
っ
て
い
ま
し
た
。

昭
和
30
年
代
の
転て
ん
か
ん換
期

　

昭
和
30
年
代
に
入
る
と
、
高
度
経
済
成

長
の
時
代
が
到
来
し
、
若
者
が
出
稼
ぎ
に

行
っ
た
り
、
終
戦
直
後
ほ
ど
魚
が
獲と

れ
な

　
 

漁
業
の
ま
ち

海
に
生
き
、
漁
を
生な

り
わ
い業

と
し
て
き
た
ま
ち

く
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
牛
根
漁

業
協
同
組
合
で
は
、「
獲と

る
漁
業
」
か
ら
「
育

て
る
漁
業
」
へ
の
転て

ん
か
ん換

が
進
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
時
の
同
組
合
長
の
中
村
万
太
郎
氏
ら

は
、
昭
和
32
年
に
香
川
県
引
田
漁
業
協
同

組
合
の
ハ
マ
チ
（
ブ
リ
）
養

よ
う
し
ょ
く殖

現
場
を
視

察
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
大
き
く
成
長
し

た
高
価
な
ブ
リ
に
驚

お
ど
ろ

き
、
視
察
の
翌
年
の

昭
和
33
年
に
は
、
県
内
初
の
ハ
マ
チ
養

よ
う
し
ょ
く殖

が
始
ま
り
ま
し
た
。

観
光
漁
業
か
ら
の
ス
タ
ー
ト

　

養
よ
う
し
ょ
く殖

当
初
は
、
桜
島
口
の
入
り
江
を
仕

切
っ
て
放
流
し
、
餌
付
け
し
て
観
光
客
に

釣
っ
て
も
ら
う
と
い
う
「
観
光
漁
業
」
の

形
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
の
高
度
経
済

成
長
に
よ
る
好
景
気
の
追
い
風
と
、
鹿
児

島
特
有
の
冬
場
で
も
下
が
ら
な
い
水
温
の

利
点
に
よ
り
、
大
き
な
ハ
マ
チ
や
ブ
リ
を

他
県
に
先さ

き
が駆

け
て
出
荷
し
、
文
字
通
り
、

日
本
一
の
漁
協
と
な
り
ま
し
た
。

地引網とは？

■ 概要
灯

あかりぶね

舟と網
あみぶね

舟（魚を取り囲むように
網を打つ船）が、網

あみ

を海辺から引
き寄せて魚を取る漁法です。

■ 場所
場所は抽選で取り決め、境の海岸
の３か所ほどで行われていまし
た。これは現在の川下の浜、中村、
田村の浜になります。

■ まっどっ
網
あみ

を引き寄せる作業には、「まっ
どっ」と呼ばれるロープを巻き取
る大きな木の道具を使い、４～５
人で柄

え

の棒を押しながら回りまし
た。また朝方３時頃になると「か
せをせー」と呼びかける声が浜中
に響き渡りました。

きんちゃくとは？

■ 概要
きんちゃくは、いわゆる「まき
網
あみ

」のことです。大体の船団が①
火舟、②ひらかた、③網

あみぶね

舟、④焼
玉船で構成され、火舟２隻（網

あみ

元
の親方と息子など）、ひらかた２
隻（ ２、 ３ 人 ）、 網

あみぶね

舟 １ 隻（ ５、
６人）で、６隻の舟と最低 15 人
ほどの人手が必要でした。

地引網・きんちゃく
HISTORY ②ダイジェスト

２
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ハ
マ
チ
や
ブ
リ
養

よ
う
し
ょ
く殖

業
者
の
大
半
が
牛

根
境
の
人
た
ち
で
す
。
好
景
気
に
沸わ

く
日

本
経
済
の
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
る
ま
で
、
牛

根
境
は
か
つ
て
な
い
活
況
と
な
り
、
最
盛

期
に
は
１
０
０
を
超こ

え
る
ハ
マ
チ
養
殖
業

者
が
い
た
と
い
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
バ
ブ
ル
の
崩
壊
に
合
わ
せ
る

よ
う
に
、
次
第
に
経
営
体
の
数
も
減
っ
て

い
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
、
養

よ
う
し
ょ
く殖

業
が
自

然
を
相
手
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
作
業
の

近
代
化
や
大
型
化
、
生
産
尾
数
の
拡
大
に

伴
う
餌
不
足
、
餌
代
の
高
騰
な
ど
、
養

殖
業
を
と
り
ま
く
環
境
が
厳
し
く
な
っ
て

い
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
、
経
営
体
数
そ
の
も
の
は
、
最

盛
期
の
約
１
割
と
な
り
ま
し
た
が
、
各
規

模
は
大
き
く
、
生
産
尾
数
も
多
く
、
今
も

牛
根
境
の
基
幹
産
業
と
し
て
、
日
々
の
暮

ら
し
を
支
え
、
日
本
の
水
産
業
の
一
翼
を

担
っ
て
い
ま
す
。

昭
和
39
年
真し

ん
じ
ゅ珠

養よ
う
し
ょ
く殖

　

養
よ
う
し
ょ
く殖

業
は
魚
だ
け
で
な
く
、
昭
和
39
年

頃
に
は
、
真し

ん
じ
ゅ珠

養よ
う
し
ょ
く

殖
も
行
わ
れ
て
い
た
時

期
が
あ
り
ま
し
た
。

　

真し
ん
じ
ゅ珠

養よ
う
し
ょ
く

殖
（
真し

ん
じ
ゅ珠

用
稚
貝
の
養よ

う
し
ょ
く

殖
）
は

当
初
、
桜
島
の
麓
に
近
い
と
こ
ろ
で
行
っ

て
い
ま
し
た
が
、
同
年
に
佐
賀
の
山
勝
真

珠
株
式
会
社
が
60
人
ほ
ど
の
従
業
員
と
と

も
に
牛
根
境
の
浜
に
進
出
し
た
こ
と
で
、

牛
根
境
で
雇
用
が
生
ま
れ
、
約
60
人
が
採

用
さ
れ
、
大
変
に
ぎ
や
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

真し
ん
じ
ゅ珠

養よ
う
し
ょ
く

殖
の
方
法
は
、
川
下
か
ら
下
芦

戸
の
浜
に
か
け
て
沖
合
50
～
70
ｍ
ま
で
足

場
用
の
い
か
だ
を
浮
か
べ
、「
玉
入
れ
」

と
よ
ば
れ
る
あ
こ
や
貝
の
中
に
小
さ
な
玉

を
入
れ
て
、
沖
に
吊
り
下
げ
て
あ
る
網
の

中
へ
移
し
ま
す
。
そ
の
後
、
真し

ん
じ
ゅ珠

の
玉
が

大
き
く
な
り
、
美
し
く
輝
く
色
に
な
る
の

を
３
年
近
く
待
ち
で
き
上
が
り
ま
す
。
し

か
し
、
こ
の
間
に
フ
ジ
ツ
ボ
が
付
い
た
り

す
る
の
で
管
理
が
な
か
な
か
大
変
だ
っ
た

そ
う
で
す
。
若
い
人
だ
け
で
な
く
、
年
配

の
人
た
ち
に
も
こ
の
フ
ジ
ツ
ボ
落
と
し
な

ど
は
良
い
仕
事
で
し
た
が
、
鹿
児
島
の
水

温
の
高
さ
な
ど
が
原
因
だ
っ
た
の
か
、
貝

に
虫
が
つ
い
て
次
第
に
採さ

い
さ
ん算

が
合
わ
な
く

な
っ
て
し
ま
い
、
創

そ
う
ぎ
ょ
う業

10
年
近
く
を
も
っ

て
撤て

っ
た
い退

を
余よ

ぎ儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

　
  

養よ
う
し
ょ
く

殖
の
歴
史

養よ
う
し
ょ
く殖
業
の
最
盛
期
か
ら
現
在
へ

■ 昭和 18 年４月
　 牛根村漁業会　設立
■ 昭和 24 年 10 月
　 牛根漁業協同組合　設立
■ 昭和 32 年 8 月
　 桜島観光地蓄

ちくよう

養池内にて
　 網仕切アジ釣

つりぼり

掘を開始
■ 昭和 32 年 10 月
　 香川県引田漁協へハマチ養

ようしょく

殖の
　 先進地視察を実施
■ 昭和 33 年
　 県内初のハマチ養

ようしょく

殖を開始
■ 昭和 39 年
　 真珠稚貝養

ようしょく

殖の開始
■ 昭和 40 年
　 境事務所　新築
■ 昭和 55 年
　 ヒラメ養

ようしょく

殖の開始
■ 昭和 59 年３月
　 麓事務所に漁村センターが落成

牛根漁協の歴史
HISTORY ③ダイジェスト

上の写真は、桜島口近くにあった「牛根養魚場（鯛・ハマチ釣堀・休憩・宿泊施設）」の当時の写真。

下の写真は、現在の様子で、釣堀の堤防跡が残っています。

３
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「
大
漁
旗
が
運
動
会
で
飾

ら
れ
る
の
は
、
昔
の
名

残
で
す
」
濵
田
公
民
館
長
に
戦
後

の
ま
ち
の
行
事
に
つ
い
て
伺
う
と
、

面
白
い
お
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

当
時
は
１
０
０
を
超
え
る
養
殖
業

者
が
あ
り
、
漁
協
主
催
の
大
運
動

会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
由

来
す
る
そ
う
で
す
。
他
に
も
、
青

年
団
相
撲
大
会
や
網
元
対
抗
の
舟

漕
ぎ
競
争
、
２
０
０
ｍ
の
大
綱
引

き
も
あ
り
ま
し
た
。
失
わ
れ
た
行

事
も
あ
り
ま
す
が
、
27
年
度
に
は

盆
踊
り
大
会
が
復
活
し
、
帰
省
し

た
方
か
ら
「
ま
た
お
盆
に
戻
っ
て

き
た
い
」
な
ど
の
感
想
が
多
く
寄

せ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

境
の
人
々
を
幸
せ
に
し
た

い
。
小
学
３
年
生
の
「
将

来
の
夢
」
で
、
岩
田
さ
ん
は
強
い

想
い
を
胸
に
政
治
家
の
夢
を
発
表

し
、校
長
室
に
呼
ば
れ
て
噂
に
な
っ

た
そ
う
で
す
。「
当
時
は
巡
航
船
が

鹿
児
島
市
と
つ
な
ぎ
、
商
店
が
軒

を
連
ね
、
賑に
ぎ

や
か
な
ま
ち
で
し
た
」

小
学
校
で
は
兵
隊
の
見
送
り
や
初

め
て
の
ラ
ジ
オ
体
操
が
あ
り
、「
円
」

と
い
う
相
手
が
立
て
た
棒
に
棒
を

投
げ
当
て
て
倒
す
遊
び
が
は
や
り
、

田
ん
ぼ
で
遊
ん
で
は
怒
ら
れ
た
そ

う
で
す
。「
境
は
皆
が
温
か
く
素
晴

ら
し
い
ま
ち
。
今
度
生
ま
れ
て
も

境
に
生
き
た
い
で
す
」
と
笑
顔
で

話
し
ま
し
た
。

漁
師
の
家
に
生
ま
れ
た
田
村

組
合
長
は
、
５
才
で
舟
の

操
縦
を
手
伝
い
、
家
族
で
漁
に
出

て
い
ま
し
た
。「
昼
は
、
は
え
縄
漁

で
タ
イ
や
ア
ナ
ゴ
を
獲
り
、
夕
方

は
か
け
網あ
み

を
仕
掛
け
、
朝
に
タ
イ

な
ど
を
引
き
揚
げ
、
い
つ
も
漁
を

手
伝
っ
て
い
ま
し
た
」
当
時
は
他

に
も
カ
ツ
オ
の
え
さ
と
な
る
イ
リ

コ
づ
く
り
や
底
引
き
網あ
み

漁
も
行
わ

れ
、
高
校
卒
業
頃
に
は
養
殖
も
始

ま
り
ま
し
た
。
時
に
は
舟
の
エ
ン

ジ
ン
ト
ラ
ブ
ル
で
遭
難
し
か
け
た

こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。「
今
後

も
美
味
し
い
魚
を
多
く
の
人
に
食

べ
て
も
ら
い
、
そ
の
魅
力
を
広
め

た
い
で
す
」
と
話
し
ま
し
た
。

終
戦
は
川
筋
さ
ん
が
14
才
の

頃
。
当
時
は
若
い
人
た
ち

が
戦
争
か
ら
戻
り
、
10
～
20
代
の

多
く
の
若
者
が
青
年
団
を
結
成
し

ま
し
た
。
二
月
祭
り
で
は
振
興
会

ご
と
に
家
々
を
回
り
、
女
性
用
の

色
鮮
や
か
な
浴
衣
と
伊
達
巻
を
ま

と
っ
て
踊
り
を
披
露
し
た
そ
う
で

す
。「
祭
り
当
日
ま
で
の
一
か
月
に

及
ぶ
練
習
は
大
変
厳
し
い
も
の
で

し
た
が
、
娯
楽
が
少
な
い
当
時
の

境
で
は
楽
し
み
の
一
つ
で
も
あ
り

ま
し
た
」
現
在
、
唄
い
手
は
川
筋

さ
ん
を
含
め
て
２
人
だ
け
。
棒
踊

り
を
次
の
世
代
へ
伝
え
、
境
の
伝

統
行
事
を
未
来
へ
つ
な
い
で
い
き

た
い
と
話
し
ま
し
た
。

濵田龍三 さん

frofil ／はまだ　たつぞう
昭和 15 年生まれ／境地区公民
館長等を歴任し、住民が暮らし
やすいまちづくりに尽力。

岩田幸治 さん

frofil ／いわた　こうじ
昭 和 ３ 年 生 ま れ ／ 通 算 ５ 期 20
年にわたり市議会議員を務め、
現在も地域の発展に貢献。

田村眞一 さん

frofil ／たむら　しんいち
昭和 30 年生まれ／牛根漁業協
同組合長として養殖業に携わり、
世界へ向けて垂水の魚を発信。

川筋喜太郎 さん

frofil ／かわすじ　きたろう
昭和７年生まれ／境老人クラブ
会長／棒踊りの指導者として、
25 年以上にわたり指導に従事。

インタビュー

今だから教えてほしい
戦後のこと

森
商
店

岩
元
商
店

久
保
理
髪
店

中
村
金
治
郎
（
た
か
丸
）

田
村
ミ
ツ
エ
商
店

船
間
写
真
店

塩
屋
桶
屋

森
山
商
店

入
来
医
院

森
モ
ー
タ
ー
ス

宮
内
針
灸
店

森
商
店

恭
二
パ
チ
ン
コ
店

浜
ノ
屋
劇
場

森
三
典
則
商
店

岩
田
屋
旅
館

岩
元
金
物
店

新
屋
風
呂

大
薗
商
店

岩
田
薬
局

森
精
米
所

大
薗
五
助
理
髪
店

岩
田
店

川
原
菓
子
店

田
村
薬
局

森
幸
康
食
堂

松
尾
肉
店

徳
留
吉
盛
（
錦
江
丸
）

岩
田
床
屋

青
木
パ
ー
マ

ま
ん
て
ん
堂

中
村
安
彦
商
店

岩
田
荒
物
店

浜
田
長
次
郎
（
長
栄
丸
）

中
村
牛
乳

福
徳
自
転
車

中
村
盛
エ
門
（
幸
雪
丸
）

立
和
田
衣
料
店

田
村
衣
料

徳
留
徳
右
エ
門
（
徳
重
丸
）

田
村
銭
湯

浜
田
善
吉
（
善
勢
丸
）

川
添
熊
助
（
初
美
丸
）

川
添
精
米
所

錦
江
酒
店（
森
伊
蔵
酒
造
）

福
徳
質
店

萩
原
竹
春
（
吉
金
丸
）

郵
便
局

森
映
画
館

森
泰
三
商
店

山
田
酒
店

恵
比
寿
神
社

田
村
店

石
原
旅
館

三
四
郎
店

森
針
灸

浜
田
熊
八
（
敬
天
丸
）

中
田
医
院

田
村
衣
料

前
原
商
店

川
筋
喜
太
郎
履
物
店

森
太
郎
八
（
大
平
丸
）

村
上
商
店

中
村
マ
キ
コ
貸
本
屋

福
徳
商
店

松
尾
自
転
車

岩
田
パ
ー
マ

萩
原
竹
熊
（
吉
金
丸
）

山
形
た
ば
こ
店

山
形
衣
料
店

中
村
直
吉
（
豊
栄
丸
）

徳
留
商
店

唐
鎌
床
屋

下
津
銀
太
郎
（
銀
水
丸
）

国道 220 号

境小学校

４

◎本地図は、編集委員が地元聞き取り調査からまとめたものです。

商店
網元

病院
神社

◎戦後の境浜／ 4・5 ページと比較すると、今と昔の違いに気付きます。
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伝 統 行 事

先人の想いは、引き継
つ

がれる。
「伝統行事」は、その地域に伝わる催し物。どんな催し物も誕生の瞬

しゅんかん

間があり、そこ

には「行事」を生み出す想いが存在します。そして、月日を積み重ねることで、「伝

統」となります。伝統行事とは、過ぎ去りし日々と今日をつなぐものかもしれません。

１／１月：鬼火焚き　　２／ 11 月：グラウンドゴルフ大会

３／ 9 月：十五夜　　　４／ 12 月：ふれあい餅つき大会

５／ 9 月：境小校区合同運動会　  ６・７／７月：六月灯

８／８月：盆踊り大会　※盆踊りは、平成 27 年度に復活した伝統行事です。

　

牛
根
境
の
伝
統
行
事
の
中
で
、
特

に
有
名
な
の
は
二
月
祭
り
の
伝
統
行

事
と
し
て
古
く
か
ら
伝
わ
る
「
棒
踊

り
」
で
す
。
棒
踊
り
は
、
守
り
神
と

し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
老
神
神
社
に
、

地
区
民
の
一
年
間
の
五ご

こ
く
ほ
う
じ
ょ
う

穀
豊
穣
と
家

内
安
全
を
祈
願
す
る
奉
納
踊
り
と
し

て
、
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
棒
踊
り
は
、
旧
暦
初
春
初
申

の
日
と
定
め
ら
れ
、
こ
の
日
が
新
暦

の
二
月
頃
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
別

名
「
二
月
祭
り
」
と
呼
ば
れ
親
し
ま

れ
て
い
ま
す
。

　

棒
踊
り
は
、
三
尺
・
鎌
・
六
尺
と

い
う
道
具
を
持
ち
、
６
人
が
１
組
で

勇
壮
に
踊
り
ま
す
。
前
後
２
人
は
入

れ
替
わ
り
な
が
ら
大
き
く
切
り
合
い
、

三
尺
と
六
尺
は
鎌
の
頭
上
で
切
り
合

い
、
ト
ン
ボ
と
呼
ば
れ
る
動
き
で
跳は

ね
な
が
ら
踊
り
ま
す
。

　

棒
踊
り
の
起
源
は
、
豊
臣
秀
吉
の

棒
踊
り
と
は
？

時
代
、
朝
鮮
征せ

い
ば
つ伐

の
出
陣
を
鼓こ

ぶ舞
す

る
た
め
、
あ
る
い
は
百
姓
一い

っ
き揆

の
隠か

く

れ
武
術
を
練
習
す
る
た
め
の
踊
り
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

牛
根
境
に
は
、
百
年
以
上
前
に
輝
北

の
百
引
あ
た
り
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た

の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
時
は
、
現
在
の
境
小
学
校
よ
り

北
側
を
「
上
」、南
側
を
「
下
」
と
し
て
、

鎌
踊
り
が
踊
ら
れ
て
、
昭
和
初
期
か

ら
上
側
が
福
地
の
踊
り
を
取
り
入
れ
、

６
尺
の
杖つ

え

を
使
う
現
在
の
棒
踊
り
を

始
め
、
そ
れ
に
伴
い
下
も
取
り
入
れ
、

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
棒
踊
り
は
、

戦
争
の
た
め
昭
和
18
年
頃
か
ら
23
年

頃
ま
で
途
絶
え
て
い
ま
し
た
が
、
戦

後
に
復
活
し
ま
し
た
。

　

現
在
は
、
境
小
学
校
の
児
童
や
職

員
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
に
加
え
、
地
域
の
方
々

や
「
き
ば
ろ
う
会
」
が
加
わ
り
、
校

区
を
回
っ
て
い
ま
す
。
棒
踊
り
を
と

お
し
て
子
ど
も
、
地
域
、
学
校
と
の

信
頼
関
係
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

棒踊りの唄

１　今こそとおる神にものめい

１　こんころめの国分、加治木へ鹿児島へ

１　七旗たてて　おさのめのかず

１　おせろが　山は　前は大海

１　ベぶんこの　つのは　もしよげがそっぽい

１　とっしゃごのはなは　もめば手にそむ

１　山太郎がねは　川の瀬にすむ

１　やけののきじは　岡の瀬にすむ

１　きりしま松は　こがねの花が咲く

１　きよめの雨は　ぱらりさらりと

１　もどれとの風は　そよとふきがはな

１　だきよてねるは　月がさえこむ

１　むすめが前は　婿がなぐさむ

1
23

45

6
8

7
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境地区公民館や、地元の方からご提供いただい
た写真から９点をご紹介！大人には懐かしく、
そして子どもたちには、初めて見る写真ばかり
かもしれません。さあ、写真でタイムスリップ
して、当時の暮らしにふれてみませんか？

Photo 1

境小学校の旧校舎／中央にある木は、今はもう無い「栴檀（せんだん）」の木。

Photo 3

花嫁と家族／境の商店通りを花嫁と家族が歩く様子

Photo 4

ルース台風被害／昭和 26 年 10 月 14 日に九州に上陸したルース台風による被害

Photo 2

境
小
学
校
の
校
門
前
に
て
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Photo 5Photo 7Photo 8

写真右上の船は、他船を牽引する焼玉（ヤッダマ＝エンジン）を搭載した船。

Photo 6

写真上は真珠養殖。その手前で子どもたちがイカダ遊びをしている様子。

Photo 9

昭和 36 年親
しんらんしょうにん

鸞聖人 700 回大
だ い お ん き ほ う よ う

遠忌法要③／境の商店を歩く様子

昭和 36 年親
しんらんしょうにん

鸞聖人 700 回大
だ い お ん き ほ う よ う

遠忌法要①昭和 36 年親
しんらんしょうにん

鸞聖人 700 回大
だ い お ん き ほ う よ う

遠忌法要②
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美味しい境浜
牛根境・食の原点を教えます！

　

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、

郷
土
料
理
か
ら
、「
す
り
身
の

つ
け
あ
げ
」「
か
ら
芋
だ
ご
」

な
ど
８
品
と
、
青
木
菓
子
店

さ
ん
が
丹
精
込
め
て
作
っ
た

「
は
ま
ち
最
中
」、
そ
し
て
垂

水
市
が
世
界
に
誇
る
焼
酎「
森

伊
蔵
」
で
す
。
ど
れ
も
作
り

手
の
想
い
が
詰
ま
っ
た
か
け

が
け
の
な
い
も
の
で
す
。

牛根境には昔から愛されている郷土料理があります。
このページでは、その美味しい郷土料理から
地元が誇るお菓子や焼酎をご紹介いたします！

◎郷土料理撮影協力／いきいきサロン元気会の皆さん／境地区の高齢者へ伝統料理をふるまう活動をした際に取材協力をい
ただきました。同会は、高齢者の体操やグランドゴルフ、花見会等を支援する奉仕活動を月１回程度実施しています。

【 

す
り
身
の
つ
け
あ
げ 

】

【 

が
ね 

】

イワシ等の魚の身を、卵や豆腐、ニラ等と合わせ
油で揚げた料理。戦時中は漁を休むことが多く魚
が増えたため、戦後は大漁となり、水揚げの際に
網
あみもと

元が海辺に落としていった魚で作ることも。

芋と野菜を卵と小麦粉でつなぎ、油で揚げる料理。
揚げる直前に小麦粉で混ぜ合わせることでよりおい
しくなる。形がカニに見えることから「がね」と呼
ばれるようになった。

【 

五
目 

】

【 

の
り
汁 

】

【 

な
ま
す 

】

【 

そ
ば 

】

【 

だ
ご
汁 

】

【 

か
ら
芋
だ
ご 
】

大豆や大根、ゴボウや厚揚げなどの材料を使った
煮物。現在では良い食材が手に入るため、鳥のサ
サミなどを入れている。戦後はお祝いのときに出
されていた高級料理。

ニンジンと大根を使った酢の物で、紅白の色合い
になることから、お祝いのときによくつくられて
いた。好みに合わせて三杯酢の比率を調整し、刻
んだゆずを乗せる。

蒸した芋ともち米を混ぜ合わせ、中に小豆を入れ
る。団子は、熱いうちにつかないとまとまりにく
いので注意。現在ではもちつき機が使われるが、
芋の上にもち米を乗せて同時に蒸すこともあった。

つなぎを使うことから人と人とをつなぐ縁起物とし
て、正月や二月祭りで食べられていて、大根で量増
しすることもあった。そばが切れると味が落ちるた
め、山芋の入れ過ぎに注意し、よく練って丸める。

でんぷん粉を丸め、大根やゴボウなどの野菜と一緒
に煮る料理。にぼしや雑魚で出汁をとり、つなぎに
里いもを加えることで、よりまとまっておいしくな
ります。

にぼしなどで出汁をとり、海苔と豆腐を煮たシンプ
ルな料理。海苔は食べる直前に入れると色鮮やかに
なる。境の浜で海苔がよく拾えたため、日常的に食
べられていた。
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青
木
屋
菓
子
店
創
業
の
昭
和
40
年

代
の
境
は
、
商
店
が
軒
を
連
ね
賑

わ
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
、「
境
の

名
物
菓
子
を
作
ろ
う
」
と
考
え
て
い

た
初
代
店
主
の
青
木
秀
秋
氏
は
、
牛

根
の
旅
館
か
ら
ハ
マ
チ
養
殖
を
活
か

し
た
ご
当
地
最
中
の
製
作
提
案
を
受

け
、
漁
師
経
験
を
生
か
し
な
が
ら
、

境
の
漁
業
を
象
徴
す
る
最
中
を
作
成

し
ま
し
た
。
味
の
種
類
は
、「
抹
茶
」

一
種
類
の
み
。
以
前
は「
焼
酎
」、「
か

ぼ
ち
ゃ
」、「
白
餡
」、「
レ
ー
ズ
ン
」

な
ど
様
々
な
味
が
あ
り
ま
し
た
が
、

当
時
か
ら
人
気
の
高
か
っ
た「
抹
茶
」

が
今
日
で
も
残
っ
て
い
ま
す
。
二
代

目
店
主
の
青
木
誠
氏
は
、「
季
節
や

日
々
の
天
候
で
変
化
す
る
微
妙
な
水

分
等
を
調
整
し
、
昔
な
が
ら
の
味
を

変
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
心
が
け
て

い
ま
す
」
と
話
し
ま
す
。
は
ま
ち
最

中
は
、
今
日
も
地
元
に
愛
さ
れ
る
お

茶
菓
子
と
し
て
、
地
元
住
民
の
心
の

海
を
泳
ぎ
続
け
て
い
き
ま
す
。

【 はまち最
も な か

中 】
青木屋菓子店

地元で気軽に食べられる
菓子づくりを続けていきたい

青木  誠 氏
◎二代目店主・菓子製造販売
◎代表／青木秀秋（77）さん（誠さんの父）

　
「
森
伊
蔵
」
は
、「
幻
の
焼

し
ょ
う
ち
ゅ
う

酎
」
と

称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
、
本ほ

ん
か
く格

芋い
も

焼し
ょ
う
ち
ゅ
う

酎
。
そ
の
名
は
、
五
代
当
主
森

覚
志
氏
の
父
・
四
代
当
主
の
名
を
冠

し
た
も
の
。
覚
志
氏
が
蔵く
ら
こ子
と
し
て

修
業
を
は
じ
め
た
当
時
は
、
大
手
の

焼
酎
し
か
売
れ
な
い
時
代
。「
こ
の

ま
ま
で
は
廃は

い
ぎ
ょ
う業

す
る
し
か
な
い
」
そ

ん
な
逆

ぎ
ゃ
っ
き
ょ
う

境
に
立
た
さ
れ
て
い
た
と
い

い
ま
す
。
修
行
を
経
て
、
父
か
ら
杜

氏
の
座
を
譲ゆ

ず

り
受
け
た
の
を
機
に
、

昭
和
63
年
「
お
客
様
が
直
接
買
い
に

来
て
も
ら
え
る
よ
う
な
焼
酎
を
造
ろ

う
」
と
、
原
料
の
調
達
か
ら
販
売
ま

で
、
常
識
に
捉と

ら

わ
れ
ず
、
積
み
重
ね

て
き
た
伝
統
を
徹
底
的
に
磨
き
上

げ
、
か
め
壺
仕
込
み
の
「
森
伊
蔵
」

が
誕
生
し
ま
し
た
。「
森
伊
蔵
は
、

私
た
ち
に
と
っ
て
焼
酎
文
化
を
継

け
い
し
ょ
う承

す
る
唯
一
無
二
の
存
在
で
す
。
こ
れ

か
ら
も
、
地
域
の
ご
協
力
の
も
と
、

楽
し
く
酔
う
喜
び
の
酒
造
り
を
心
が

け
て
ま
い
り
ま
す
」

【 森
も り

伊
い

蔵
ぞ う

 】
有限会社森伊蔵酒造

森伊蔵酒造／創業：明治 18 年／本格芋焼酎・森

伊蔵を製造・販売する酒造会社／〒 899-4631 鹿

児島県垂水市牛根境 1337 ／ TEL：0994-36-2063
／時間 9:00 ～ 17:00（日曜休み）

地元とお客様に感謝し
楽しく酔う喜びの酒を造り続けたい

森  覚志 氏
◎五代当主
◎ 32 歳の時帰郷し、四代当主であ
る父・森伊蔵氏の蔵子として修行
を行い、その後、五代当主となる。

青木屋菓子店／創業：昭和 40 年代／かるかんな
どの鹿児島郷土菓子を取り扱う菓子店／〒 899-
4631 鹿児島県垂水市牛根境 1118 ／ TEL：0994-
36-2105 ／営業 9:00 ～ 16:00（日曜休み）

店内はジャズやクラシックの音楽が流れ、非日常的な特別な雰囲気を感じることができます。森伊蔵には、フランスのシラ
ク前大統領から直筆で激励の手紙も送られた逸話があり、森伊蔵は、ワイン大国の大統領をも虜にしました。

平成 25 年に改装された店内は、清潔感漂う木目が心を和ませてくれます。この取材時にも、二人のおばあちゃんがお店を訪
れ、入り口にある小ぶりな長椅子に腰かけながら、「誠くん」と親しげ声をかけ、お菓子の注文が行われていました。

五代当主
森 覚志 氏

二代目店主
青木 誠 氏
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境
浜
の

逸
話

Sakehama
Story

地
元
に
は
、
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
話
が
あ
り
ま
す
。

逸
話
を
ひ
も
解
く
こ
と
で
、
更
に
深
く
境
浜
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

老神神社
（おいがみじんじゃ）

火の神講（ひのかんこ）

神様の浜下り

鬼火焚
た

きの由来

蛭子神社（ひるこじんじゃ）

地名の由来

　天
てんそん

孫（天照大神の子孫であるニニギノミ

コトのこと）が、天の国より降りた際に、

この国の道案内の先導役をした「道開きの

神様」である猿
さるたひこのみこと

田彦命をお祀りする神社で

す。境は昔から多くの火災の見舞われるこ

とがありました。ご祭神の名前に「猿」が

つくからか、猿が出てくる時には、必ず火

事が起こるといわれたそうです。

　火災を招くとされた猿が出てきたときは、

「猿がお出でになられた」といいながら、地

域内の各所で米や銭、食べ物などを持ち寄

り、一緒に食べながら集まり、火災に注意

を配っていたといいます。

　毎月 23 日は、「神様が浜を下る日」とい

われ、神社から海岸までの家庭では犬を飼っ

てはいけないという言い伝えがあり、近年

まで犬は飼われていなかったそうです。

　正月行事として行われている「鬼火焚
た

き」。

これは、宮中で正月 15 日と 18 日に「吉書

を焼く儀式」に由来しています。宮中の正

式な方法では、青竹を束ねて立て、毬
ぎちょう

打３

個を結び、これに扇
せ ん す

子や短
たんざく

冊、吉書などを

添
そ

え、謡
うた

いはやしつつ焼きます。民間では、

長い竹数本を立て、正月の門松やしめ飾り、

書初めなどを持ち寄って焼きます。この火

で焼いた餅
もち

を食べることで、一年間の病が避
さ

けられると信じられています。

　蛭子神社は、中園地区の小川沿いで、「し

ずんどん」と呼ばれ、大木の下にあったと

されています。現在は石塔だけが残ってい

て、老神神社に合祀されています。蛭
ひるこのかみ

子神は、

伊
い ざ な ぎ の み こ と

邪那岐尊と伊
い ざ な み の み こ と

邪那美尊より生まれました

が、骨がないために葦
あし

の葉船で海に流され、

海の神様「えびす様」になられたともいわ

れています。

昔、境小学校がある場所には下宮神社が鎮
ちん

座
ざ

し、すぐそこまで海が迫っていました。

その場所は入り江になっていて、葦が生え

ていたことから、「上芦戸」や「下芦戸」な

どの地名がついたといわれています。また、

「松尾」は古くは「新
にいぼり

堀」と呼ばれていました。

松尾は、昔から水が豊富だったため、江戸

時代から島津藩の軍馬を放牧していた場所

で、馬が逃げないように堀
ほり

をめぐらしてい

たことから「新
にいぼり

堀」と呼ばれ、時が流れて

放牧場の管理者の姓から現在の松尾と呼ば

れるようになりました。

１

２

６

竜宮伝説
　深港から約５km 沖で、向島（燃島）と

の中間に「竜宮」があったとされています。

干潮時には水深５～ 10 ｍもない大きく広

い浅瀬があり、大きい船では座
ざしょう

礁すること

もあります。そのため、「島があってもおか

しくない」とされ、この島にあった神社が

海中に沈み、飯
い い む れ

牟礼神社に御神体をうつし

たともいわれています。鳥居や石段があり、

波で壊れて次第に沈
しず

んでいったという話も

あり、海面が澄
す

んでいるときには、石段の

一部が見えることがあるといわれています。

５

７

４

３
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❶
あ
っ
こ
＝
あ
な
た
。
君
。
お
ま
え
。

❷
い
け
ん
＝
ど
の
よ
う
に
。

❸
い
っ
き
＝
す
ぐ
。

❹
う
ん
だ
も
し
た
ん
＝
普
段
な
い
よ
う
な
こ
と
が
起
き
た
時
の
言
葉
。

❺
う
ぜ
ら
し
＝
う
る
さ
い
。

❻
え
ー
も
＝
が
っ
か
り
。
は
が
ゆ
い
と
き
な
ど
。

❼
お
ぎ
ら
＝
大
き
な
話
。
大
げ
さ
な
話
。

❽
お
っ
け
＝
味
噌
汁
。

❶
か
ぁ
ー
っ
＝
言
う
。

❷
か
ぁ
ー
っ
な
っ
＝
言
う
な
。

❸
か
ら
っ
げ
＝
か
ら
す
貝
。

❹
ぎ
＝
文
句
。
理
屈
。

❺
ぎ
っ
た
＝
輪
ゴ
ム
。「
ぎ
っ
た
ま
い
」
は
ゴ
ム
ま
り
の
こ
と
。

❻
き
っ
な
ご
ん
よ
う
＝
キ
ビ
ナ
ゴ
。

❼
き
ら
す
＝
お
か
ら
。

❽
く
じ
い
げ
＝
巻
貝
。「
く
じ
い
」
は
中
身
を
取
り
出
す
所
作
。

❾
く
で
＝
し
つ
こ
い
。
同
じ
こ
と
を
何
度
も
言
う
な
ど
。

　
く
ら
む
＝
そ
の
場
か
ら
い
な
く
な
る
。

　
こ
い
・
こ
ん
た
・
こ
け
＝
「
こ
れ
」
を
短
く
し
た
も
の
。

　
ご
ぜ
ん
け
＝
結
婚
式
。

　
こ
ろ
っ
・
こ
お
っ
＝
言
葉
の
後
ろ
に
つ
け
る
強
調
語
。

❶
さ
で
＝
大
人
の
男
性
が
発
言
を
強
調
す
る
時
に
つ
け
る
。

❷
し
い
の
よ
う
＝
ヒ
イ
ラ
。

❸
ず
っ
ね
＝
油
断
で
き
な
い
悪
さ
を
す
る
こ
と
。

❹
ず
う
ず
・
ず
ん
だ
れ
＝
早
く
。
さ
っ
さ
と
。
だ
ら
し
な
い
さ
ま
。

❺
せ
っ
ね
＝
狭
い
。
せ
つ
な
い
。

❻
そ
し
（
ひ
）
こ
っ
＝
そ
れ
だ
け
。

❼
て
の
よ
う
＝
タ
イ
。

❶
た
っ
の
よ
ぉ
＝
タ
チ
ウ
オ
。

❷
た
っ
ぶ
ん
＝
薪
。

❸
た
ま
す
＝
分
け
前
。

❹
ち
ょ
っ
し
も
た
＝
し
ま
っ
た
。

❺
ち
ん
け
＝
小
さ
い
。
細
か
い
。
低
い
。

❻
て
ぬ
っ
＝
一
緒
に
。

❼
て
ね
げ
＝
手
ぬ
ぐ
い
。

❽
て
ね
ん
＝
や
さ
し
く
。
大
事
に
。
大
切
。

❾
と
ん
に
ゃ
く
＝
対
処
。
対
応
。

❶
な
い
よ
ー
・
な
ん
つ
＝
何
事
？　

な
ん
て
言
っ
た
？

❷
に
せ
＝
青
年
。

❸
ぬ
っ
き
ゃ
ん
＝
人
を
小
ば
か
に
す
る
と
き
の
こ
と
ば
。

❹
ね
ー
ぼ
＝
唐
い
も
を
ふ
か
し
て
練
っ
た
も
の
。

❺
の
さ
ん
＝
つ
ら
い
。
め
い
る
。

❻
の
お
さ
ん
＝
仏
壇
。

❶
は
ん
と
け
る
＝
倒
れ
る
。

❷
ひ
っ
き
ゃ
ん
＝
き
ん
ち
ゃ
く
網
。
ま
き
網
。

❸
び
な
・
み
な
＝
貝
。

❹
ふ
だ
ら
き
＝
た
く
さ
ん
。
い
っ
ぱ
い
。

❺
べ
ぶ
＝
牛
。

❻
ぼ
い
＝
ト
ン
ボ
。

❶
ま
ん
か
ん
め
し
＝
お
祝
い
の
な
ど
で
小
豆
を
入
れ
て
炊
く
赤
飯
。

❷
ま
ん
に
ょ
ん
ご
よ
ん
＝
へ
り
く
つ
。
知
っ
た
か
ぶ
り
。

❸
む
い
な
＝
ひ
ど
い
。

❹
も
ぜ
・
む
ぜ
＝
か
わ
い
い
。

❶
ゆ
え
＝
お
祝
い
。

❷
よ
お
＝
魚
（
う
お
）
か
ら
な
ま
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

❸
よ
く
ろ
ん
ぼ
＝
酔
っ
払
い
。

か行 あ行さ行た行な行は行ま行や行

境 浜 の
分 か る 人 に は 分 か る！

ことば辞典
土地には土地の言葉、

いわゆる〔方言〕があります。
あなたはいくつ分かりますか？

10111213

〔  
あ
っ
か
・
も
ん
か
ん
め
し
・
の
お
さ
ん  

〕の
複
合
技

訳／左側：おまえも赤飯を食べるね？
　　右側：それは仏壇にお供えしてあったはず
　　　　　だけど、それを食べさせるのね？

あ行－❶ ま行－❶ な行－❻

あっか
まんかんめし

くか？

そんたのおさんにあげあったたっどがそいくわすっちゃ。

〔  

た
っ
ぶ
ん  

〕の
単
体
技

訳／左側：新しい家に暖炉を造ったよ。
　　右側：薪がいるだろう。持ってこようか？

た行－❷

にけ家に暖
だ ん ろ

炉

を造ったがよ

たっぶんがいっどが。もってくろかい

〔  

お
っ
け
・
き
っ
な
ご
ん
よ
う
・
ま
ん
に
ょ
ん  

〕の
複
合
技

訳／左側：味噌汁にきびなごの頭を付けて
　　　　　食べると美味しいよ。
　　右側：また、知ったかぶりをして話しだした。

あ行－❽ か行－❻ ま行－❷

おっけに

きっなごんびんたも

つけっせえ

にっくえばうんめど

また
まんにょんごよんぬゆでけた

〔  

ち
ん
け
・
も
ぜ
・
こ
ろ
す  

〕の
複
合
技 訳／左側：子猫が生まれたらしいね。

　　右側：小さくて、とっても可愛いよ。

た行－❺ ま行－❹ か行－ 13

ネコん子が

生まえたげなね
ちんけっせえもぜ　ころっど

〔  

て
ね
ん
・
の
さ
ん  

〕の
複
合
技

訳／左側：良かったね！大切にしないとね。
　　右側：たくさんいるから大変なんだ。

た行－❽ な行－❺

えかったね！

てねんせなっ
ずんばいやっでのさんど

〔  

ぎ
・
か
あ  

〕の
複
合
技

訳／左側：だけど、猫は文句を言わないから良いよ。
　　右側：そうだね！

か行－❹ か行－❶

〔  

い
っ
き
・
ず
っ
ね  

〕の
複
合
技

訳／左側：すぐに大きくなるよ。
　　右側：大きくなると悪さをするようになるよね。

あ行－❸ さ行－❸
※うど＝大きく

うどなっとずっねなっどね

いっき
うどなっど

じゃらい！
じゃっどん

ネコは ぎを

かあせんでえがい

撮影協力
境小学校
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☎
0994-36-3414） 「ふるさと」は継承される。


