
【８】

手
に
も
こ
ん
な
若
年
政
治
家
が
存
在

す
る
こ
と
に
、
私
た
ち
県
民
の
一
人

と
し
て
誇
ら
し
く
感
じ
た
。

　
達
増
氏
の
勝
因
は
、
有
権
者
に
若

さ
や
抱
負
を
期
待
さ
せ
好
感
を
も
た

ら
し
た
こ
と
に
あ
る
気
が
す
る
。
私

た
ち
有
権
者
は
、
こ
の
若
さ
と
行
動

力
に
期
待
す
る
し
、
ま
た
、
岩
手
日

報
４
月
９
日
付
に
も
「
知
事
初
当
選

の
達
増
氏
に
聞
く
」
の
欄
に
は
「
県

民
生
活
を
優
先
さ
せ
る
と
の
二
大
原

達
増
知
事
の
誕
生
に
期
待
感

　
以
前
、
全
国
で
最
年
少
の
増
田
岩

手
県
知
事
が
誕
生
し
た
が
、
今
回
の

知
事
選
で
そ
れ
を
１
歳
更
新
す
る
　４２

歳
の
若
い
達
増
氏
が
当
選
し
た
。　４５

万
票
台
の
得
票
で
の
圧
勝
だ
っ
た
が
、

そ
の
結
果
を
見
て
何
と
な
く
東
北
岩

投
書
ど
ん
な
こ
と
で
も
結
構
で
す
。

ど
し
ど
し
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　
山
田
町
の
皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。

山
田
湾
の
美
し
い
風
景
を
眺
め
な
が

ら
健
や
か
に
お
過
ご
し
の
こ
と
と
思

い
ま
す
。

　
私
は
山
田
小
学
校
、
山
田
中
学
校
、

宮
古
高
等
学
校
、
東
京
の
昭
和
女
子

大
学
英
米
文
学
科
を
卒
業
し
、
現
在

横
浜
の
西
区
に
住
ん
で
い
ま
す
。
家

族
は
お
蔭
様
に
て
み
ん
な
元
気
で
、

男
の
子
の
孫
二
人
も
同
じ
マ
ン
シ
ョ

ン
に
住
ん
で
お
り
、
都
会
で
は
め
ず

ら
し
い
ぐ
ら
い
に
ぎ
や
か
な
生
活
ぶ

り
と
な
っ
て
い
ま
す
。
横
浜
に
来
て

か
ら
は
若
い
こ
ろ
よ
り
ず
っ
と
長
い

間
、
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に

で
す
の
で
、
地
域
柄
時
代
の
流
れ
を

敏
感
に
受
け
る
所
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
中
に
あ
っ
て
横
浜
の
ハ
ー
バ
ー
の

海
と
栽
培
の
海
で
あ
る
山
田
湾
と
の

特
徴
を
良
く
考
え
る
と
き
が
あ
り
ま

す
。
国
際
的
な
船
の
行
き
交
う
海
と

静
か
な
海
の
下
で
育
て
ら
れ
て
い
る

海
の
幸
を
思
う
と
き
、
ど
ち
ら
も

知
っ
て
い
る
自
分
を
幸
せ
に
感
じ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
山
田

八
幡
宮
の
お
祭
り
の
こ
と
を
思
い
浮

か
べ
、
宵
宮
の
真
っ
暗
な
境
内
で
か

が
り
火
に
照
ら
さ
れ
て
舞
う
幻
想
的

な
鹿
舞
な
ど
に
つ
い
て
友
人
に
お
話

し
ま
す
と
、「
陽
子
さ
ん
の
古
里
自
慢

励
ん
で
き
ま
し
た
が
、

地
域
の
活
動
的
な
方
々

と
も
知
り
合
い
、
触
れ

合
い
の
輪
が
広
が
り
、

今
は
生
き
が
い
と
も

な
っ
て
い
ま
す
。

　
横
浜
駅
近
く
の
地
域

が
始
ま
っ
た
」
と
言
わ
れ
た
り
し
て

お
り
ま
す
。

　
そ
の
古
里
自
慢
か
ら
発
し
ま
し
て
、

平
成
　
年
８
月
３
日
に
横
浜
の
ボ
ー

１５

イ
ス
カ
ウ
ト
第
　
師
団
の
方
々
が
山

５８

田
町
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
節
に
は
皆
さ
ま
に
良
く
し
て
い

た
だ
き
ま
し
て
、
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
紙
面
を
借

り
て
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
方
々
も
大
変
喜

ん
で
お
り
、
青
春
の
素
晴
ら
し
い
思

い
出
が
鮮
や
か
な
印
象
と
し
て
団
員

の
心
の
中
に
残
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

都
会
の
め
ま
ぐ
る
し
い
中
に
あ
っ
て
、

ま
す
ま
す
地
域
活
動
の
輪
を
広
げ
て

い
く
こ
と
の
大
切
さ
も
実
感
し
て
い

ま
す
。
伝
統
の
あ
る
町
を
守
り
、
海

を
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
山
田
町

の
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と

も
に
、
ま
す
ま
す
の
ご
発
展
を
心
よ

り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

24

ふる里山田同郷の会幹事
神奈川県横浜市

井 上 陽  子 さん（６４歳）
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〔八幡町出身・旧姓杉本〕

むらき かなみ ちゃん

（山田中央保育園・５歳）

　大きくなったら看護師さんにな

りたいな。お母さんのような看護師

になって一緒にお仕事したいから。

則
を
徹
底
し
た
い
」
と
あ
る
な
ど
、

私
た
ち
県
民
の
期
待
感
も
大
き
い
。

　
そ
れ
に
し
て
も
本
町
に
県
議
会
議

員
が
消
え
た
こ
と
に
残
念
で
な
ら
な

い
。
選
挙
の
厳
し
さ
を
痛
感
し
た
。

　
齋
藤
忠
雄
（
船
越
・
　
歳
）

８１

広
報
ク
イ
ズ
が
毎
回
楽
し
み

　
広
報
ク
イ
ズ
で
こ
れ
ま
で
に
図
書

カ
ー
ド
が
２
回
当
た
り
ま
し
た
。
１

枚
は
姉
の
誕
生
日
プ
レ
ゼ
ン
ト
。
も

村
二
太
郎（
　
）
１４

中
村
茜（
　
）
１６

山
﨑
し
ょ
う
ま（
７
）

山﨑あやね（９）

福
士
結
衣（
？
）

伊
藤
真
由（
８
）

【９】

う
１
枚
は
最
初
で
最
後
？
の
自
分
へ

の
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
な
り
、
と
て
も
あ

り
が
た
く
思
い
ま
す
。
広
報
ク
イ
ズ

を
毎
回
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

　
佐
藤
啓
子
（
船
越
・
？
歳
）

元
気
を
与
え
て
く
れ
る
桜
花

　「
桜
三
月
 菖
 

し
ょ
う

 蒲
 は
五
月
」
と
古
い

ぶ

言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
３
月
ど
こ
ろ

か
ま
だ
寒
も
明
け
や
ら
な
い
２
月
中

旬
に
つ
ぼ
み
が
ほ
こ
ろ
び
、
下
旬
に

は
ち
ら
ほ
ら
開
花
が
見
ら
れ
る
め
ず

ら
し
い
桜
の
木
が
、
船
越
の
伊
藤
さ

ん
の
お
庭
で
今
、
た
く
さ
ん
の
花
を

付
け
ま
し
た
。
ま
だ
桜
前
線
の
遠
い

当
地
で
わ
が
物
顔
に
咲
き
誇
る
木
が

あ
る
こ
と
を
紹
介
し
ま
す
。

　
そ
の
桜
の
正
確
な
学
名
は
分
か
り

ま
せ
ん
が
、
白
い
か
れ
ん
な
花
で
す
。

聞
く
と
こ
ろ
静
岡
桜
と
か
産
地
名
を

言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
毎
日
愛
犬
と

散
歩
す
る
コ
ー
ス
の
庭
先
に
あ
る
の

で
、
ま
だ
寒
い
最
中
に
精
い
っ
ぱ
い

に
咲
く
桜
花
は
、
今
日
も
楽
し
さ
と

元
気
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

　
西
舘
昼
（
船
越
・
？
歳
）

ツ
バ
メ
の
飛
来
に
思
う
こ
と

　
４
月
始
め
、
ツ
バ
メ
が
わ
が
家
を

忘
れ
ず
に
、
今
年
も
入
っ
て
き
た
。

　
幼
き
日
、
母
か
ら
聞
い
た
話
し
を

思
い
出
し
て
い
る
。「
昔
か
ら
ツ
バ

メ
が
巣
を
か
け
る
家
は
良
い
こ
と
が

あ
ん
だ
っ
て
」
と
、
聞
か
さ
れ
た
。

そ
う
言
え
ば
子
供
の
こ
ろ
、
筋
向
い

の
Ｓ
さ
ん
の
軒
下
３
カ
所
で
巣
作
り

す
る
ツ
バ
メ
が
飛
び
交
い
、
近
辺
の

人
た
ち
の
心
を
和
ま
せ
た
。

　
世
の
中
が
生
き
る
の
に
精
い
っ
ぱ

い
の
時
代
に
、
Ｓ
さ
ん
は
伊
勢
参
宮

や
永
平
寺
参
り
。
私
の
家
に
も
ツ
バ

メ
が
巣
作
り
す
れ
ば
、
Ｓ
さ
ん
と
信

仰
心
の
厚
い
母
が
お
参
り
で
き
る
の

に
と
子
供
心
に
思
っ
た
。 無
  垢
 な
あ

む
 

く

の
こ
ろ
が
懐
か
し
い
。

　
菊
地
サ
カ
ヱ
（
織
笠
・
　
歳
）

７２

　
　
◇
　
　
◇
　
　
◇
　
　
◇

長
電
話
さ
び
し
さ
つ
な
ぎ
友
の
声

互
い
の
一
人
居
な
ぐ
さ
め
た
ら

　
ペ
ン
ネ
ー
ム
・
Ｙ
子

　
　
　
　
　
　
　
　（
織
笠
・
？
歳
）

六
十
路
ま
で
選
挙
ウ
グ
イ
ス
四
十
年

我
が
人
生
の
自
分
史
か
ざ
る

　
大
川
ヒ
メ
子
（
大
沢
・
　
歳
）

６２

春
雨
や
し
と
し
と
降
り
し

今
日
の
日
は

け
 

ふ

安
心
ぎ
願
い

や
す
ら

パ
ン
を
焼
き
け
る

　
大
町
テ
イ
子
（
大
沢
・
？
歳
）

老
妻
は
旅
立
ち
広
き
一
人
部
屋

よ
い
の
窓
辺
に
春
雨
の
降
る

　
菊
地
孝
進
（
船
越
・
　
歳
）

８５

風
揺
ら
ぎ
一
ひ
ら
散
り
ぬ
宵
桜

　
ペ
ン
ネ
ー
ム
・
夢
子

　
　
　
　
　
　
　（
田
の
浜
・
　
歳
）

６５

お
ら
が
町
生
ま
れ
変
わ
る
か
町
議
会

　
佐
藤
兼
男
（
荒
川
・
　
歳
）

８０

イラスト　『寒の前の、土用の後』。大浦での古くからの気象の

ことわざに、このようなことわざが用いられている。

暦の上では申寒疹や申土用疹はきちんと決まってい

るが、大浦では寒さが到来するのは暦上の寒の前であ

り、一方暑さは暦上の土用の後の方が暑いことを言っ

ている。

　今年の冬も大浦特有の寒い北西の強い風が吹き付

けた。この時期によそから大浦を訪れる人たちはみ

んなが「大浦って 寒 んぷうがなんす」と言っている。こ
さ

の寒い北西の季節風を大浦では「まかだ風」と称して

いる。この寒い「まかだ」が吹くときにつけ、物心が

ついたころに姉にひどくどめがった（しかられた）こ

とが思い出される。この思い出は私だけでなく大浦

の人たちは大なり小なりあると思っている。このこ

とを言うのは今ではほとんど目にすることも無く

なった木の 盥 である。
たらい

　『なんで、おめいさん、人の言うことの聞き分けがね

いんだ。言うことを聞かなかったら、盥さ入れて大沢

へ流してやっからな！それがやったがったら（嫌だっ

たら）人の言うことをちゃんと聞くもんだがよ』と、

ひどくどめがったのを覚えている。『あのね、おめさ

んはな、今日みたいに「まかだ」が強く吹き、 寒 んぷ
さ

う日に港の砂浜さ盥さ乗って、鼻水を垂らして、大き

な 目  汁 を流して、波に打ち上げられ泣いていたのを、
めっ つる

ちぁっちぁ（父）がめっけいで（見つけて）、かわいそ

うにと拾ってきたのをかかさん（母）が今までおがし

て（育てて）きたんだがら、ありがたいと思ってみん

なの言うことを良く聞くもんだがよ』と、 諄  々 と諭さ
じゅん じゅん

れ、一時的に「 俺 は大沢から…」と、対岸に見える大
おれ

沢を見たりしたもんだった。

　今、われが歩みし人生を振り返ってみるに、３人の

子があるが、子供が幼少時にこの話で子供のしつけを

したかどうかまったく記憶にない。幸いにも二親と

も健在であったので、わが子の養育にはほとんど父親、

母親にゆだねていた。今思えばあの時代、子供のしつ

けによき時代だったと思う。

　４月とはいえ、まかだ風が吹きそうな寒い日が続い

ている今日このごろである。

　　　　　　　　　　山 﨑 卓 三（大浦・７８歳）

右から左に受け流す（１２）

沼
崎
晴
香（
？
）

ア
リ
ス
 ★
 生
さ
ん（
　
）

シ
ン
グ
ル

１１

銀
ち
ゃ
ん（
　
）
１０

佐
々
木
雅
也（
　
）
１０

梶山智樹（
８）

大浦に「まかだ風」が吹くころ


