
  

江
戸
末
期
、
大
間
々
町

（
現
・
み
ど
り
市
）
と
福

島
県
会
津
若
松
市
を
つ
な

ぐ
旧
街
道
に
あ
た
り
、
村

に
ま
ん
延
す
る
疫
病
な
ど

を
祈
祷
す
る
た
め
に
旅
僧

が
訪
れ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
行
人
坂
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
僧
は

土
に
埋
め
ら
れ
断
食
し
、

鈴
を
鳴
ら
し
て
お
経
を

読
み
続
け
る
修
行
「
土ど

ち
ゅ
う中

入に
ゅ
う
じ
ょ
う定

」
し
た
と
伝
え
ら

れ
、
僧
を
ま
つ
る
た
め
に

近
く
に
お
堂
を
建
て
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
幼
少
期
に
坂
や
周
辺
で

遊
ん
だ
と
い
う
小
林
さ
ん

は
「
広
場
で
や
ぐ
ら
を
建

て
て
盆
踊
り
を
楽
し
ん

だ
」
と
振
り
返
り
ま
す
。

　戦時中、坂を上り切った付近
にあった大きな松に雷が落ち、
ゴロゴロ鳴る雷の音にちなんで
呼ばれるようになりました。松は
用材として切られましたが、小野
さんは昭和20年代頃まで、馬に
荷物を載せて松の前を通り、畑
へ通ったといいます。通学バスが
通るまでは、小学生の通学路と
しても利用されていました。

   

古
今
集
撰
者
の
万
葉
の

歌
人
、
凡お

お
し
こ
う
し
の
み
つ
ね

河
内
躬
恒
が
三

峰
山
に
幽
閉
さ
れ
、
京
よ

り
母
・
白し

ら
ぎ
く菊

御
前
が
訪
ね

よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
坂

の
途
中
で
息
が
切
れ
て
亡

く
な
っ
た
と
い
う
心
打
た

れ
る
母
子
の
伝
説
を
秘
め

る
坂
で
す
。
村
人
た
ち
が

母
の
嘆
き
に
心
打
た
れ
て

建
て
た
の
が
追
母
薬
師
堂

で
、
周
辺
に
は
白
菊
が
袖

を
捨
て
た
「
袖
畑
」
も
残

り
、
秘
話
伝
説
が
色
濃
く

見
ら
れ
ま
す
。

　
薬
師
如
来
は
眼
病
平
癒

と
し
て
今
も
信
仰
を
集

め
、
日
頃
か
ら
拝
み
に
行

く
田
村
さ
ん
は
「
目
の
手

術
が
無
事
に
終
わ
っ
た
」

と
感
謝
し
ま
す
。

　奈良古墳群周辺にある坂
で、昔、この地に住む鵜

う し べ り ょ う

司部梁
という姫が都に出陣した夫と
離れ、悲しさのあまりに発知川
に身を投げた伝説があります。
村人たちは悲運な2人を「鵜司
部様の坂」と呼び、略して宇

う し

司
坂、転じて牛坂となったといい
ます。古墳群より坂が丑の方向
にあるとの説もあります。

小林喜市さん　－利根町追貝－

今も語られる伝説の坂
古くから地域に伝わる説話が残る坂が点在し、

今を生きる人の暮らしに溶け込んでいます。

小野信太郎さん　－白沢町平出－

　雷
の
音
に
由
来
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
坂

ゴ
ロ
ゴ
ロ
松
の
坂

　 　会
津
へ
続
く
街
道

安
穏
祈
る
僧
ま
つ
る

　
　行
人
坂
　

百
人
一
首
に
詠
む

母
の
死
悲
し
む
心
の
叫
び
　
　精
切
坂

　 田村玉代さん　

　 　－石墨町－

　古墳群周辺に残る夫婦の悲話

　牛（丑）坂　－奈良町－
　

僧をまつるお堂の仏像

現在も地域で管理して
いる追母薬師堂
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巧みに地形活用

河岸段丘と石墨棚田

沼田の地形は坂以外にもさまざまな活用がされ

ています。学術的価値が高く教科書にも掲載さ

れるほどの河岸段丘と、沼田城主・真田信之が

行った沼田台地を利用した城下町設計の名残

は、現在のまちなかに見られます。山の斜面に

造った石墨棚田は、自然景観を生かした交流事

業として町おこしに活用されています。
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[特集]　地形から生み出された暮らしの坂


