
久
野
脇
区
に
伝
わ
る
民
話

　

昔
、
久
野
脇
の
名
主
・
槙ま
き
え
も
ん

エ
門
の

家
に
、
お
つ
ま
と
い
う
一
人
娘
が
い

ま
し
た
。

　

あ
る
年
の
佐
沢
薬
師
堂
の
「
ヒ
ヨ

ン
ド
リ
祭
り
」
で
、
お
つ
ま
は
地
名

の
甚じ

ん
た太
と
い
う
若
者
と
知
り
合
い
、

い
つ
し
か
恋
仲
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
二
人
の
仲
を
知
っ
た
槙

エ
門
は
、
お
つ
ま
が
身
分
の
低
い
甚

太
と
付
き
合
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

会
う
こ
と
も
許
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
れ
で
も
甚
太
に
会
い
た
い
お
つ

ま
は
、
毎
夜
こ
っ
そ
り
家
を
抜
け
出

し
て
は
薬
師
堂
を
訪
れ
、
お
薬
師
様

に
願
掛
け
を
続
け
ま
し
た
。

　

そ
し
て
あ
る
晩
の
こ
と
、
お
薬
師

様
が
お
つ
ま
の
夢
枕
に
現
れ
る
と

「
明
日
の
夕
方
、
お
堂
の
前
に
来
る

よ
う
に
」
と
告
げ
ま
し
た
。　

町の南部に位置する久
く の わ き

野脇区。
良縁をもたらすといわれる「佐

さ ざ わ や く し ど う
澤薬師堂」があり、

恋愛成就にまつわる民話も伝わるなど、
「縁結び」にゆかりのある地区です。
ここに、その「縁結び」をテーマに観光客を呼び込み、
地域に元気を取り戻そうと活動を始めた住民グループがいます。
本号では、その取り組みを紹介し、関係者の思いに迫ります。

縁結びの里

くのわき

現在の佐澤薬師堂。お堂の横には、
子孫繁栄のご利益があるといわれる

「子持ち石」がまつられている。

【
特
集
】
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翌
日
の
昼
、
槙
エ
門
の
家
で
は
騒

動
が
。
代
官
所
に
届
け
る
上
納
金
の

入
っ
た
胴ど

う
ま
き巻
を
、
槙
エ
門
が
ど
こ
か

で
落
と
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

　

父
の
こ
と
が
心
配
な
お
つ
ま
で
し

た
が
、
こ
っ
そ
り
と
家
を
抜
け
出
し

て
お
堂
へ
向
か
い
ま
す
。
す
る
と
そ

こ
に
は
、
甚
太
の
姿
が
。
な
ん
と
昨

晩
、甚
太
も
同
じ
夢
を
見
た
の
で
す
。

　

お
堂
に
何
度
も
お
礼
を
し
た
二
人

は
、
駆
け
落
ち
を
し
よ
う
と
歩
き
始

め
ま
し
た
が
、
そ
の
時
、
足
元
に
槙

エ
門
の
胴
巻
を
見
つ
け
ま
す
。
お
つ

ま
か
ら
昼
の
出
来
事
を
聞
い
た
甚
太

は
、
お
つ
ま
を
促
し
て
、
二
人
で
槙

エ
門
の
元
へ
胴
巻
を
届
け
ま
し
た
。

　

胴
巻
を
受
け
取
り
、
す
べ
て
の
い

き
さ
つ
を
聞
い
た
槙
エ
門
は
、
正
直

者
の
二
人
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、

今
ま
で
つ
ら
い
思
い
を
さ
せ
て
き
た

こ
と
を
謝
り
ま
し
た
。
そ
し
て
甚
太

に
、
お
つ
ま
の
夫
と
し
て
こ
の
家
を

守
っ
て
ほ
し
い
と
頼
み
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
め
で
た
く
夫
婦
に
な
っ

た
二
人
は
、
そ
の
後
も
よ
く
働
き
、

子
ど
も
に
も
恵
ま
れ
、
家
は
ま
す
ま

す
栄
え
、
末
永
く
幸
せ
に
暮
ら
し
た

そ
う
で
す
。

　

そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
二
人
が
胴
巻

を
拾
っ
た
渡
し
場
付
近
は
、
い
つ
の

こ
ろ
か
ら
か「
恋こ

い
が
ね金
」と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

それは、
対岸のにぎわい？

　
「
や
っ
ぱ
り
、
残
念
で
す
よ
ね
」。

　
筒
井
光
夫
さ
ん（
久
野
脇
区
）は
、
恋
金
橋

を
家
族
連
れ
が
楽
し
そ
う
に
渡
る
様
子
を
眺

め
て
、
話
し
始
め
ま
す
。

　
「
塩
郷
側
か
ら
吊
橋
を
渡
り
き
っ
た
人
の

ほ
と
ん
ど
が
、
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
引
き
返
し

て
戻
っ
て
き
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
」。

　
塩
郷
側
の
恋
金
橋
た
も
と
で
土
産
物
店
を

営
む
筒
井
さ
ん
。
久
野
脇
の
対
岸
か
ら
、
そ

ん
な
観
光
客
の
様
子
を
見
て
、
ず
っ
と
歯
が

ゆ
い
思
い
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　
筒
井
さ
ん
が
久
野
脇
側
に
も
観
光
客
が
多

く
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
の

は
、
久
野
脇
の
未
来
に
対
す
る「
危
機
感
」を

持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
「
町
内
の
他
の
地
区
と
同
じ
よ
う
に
、
久

野
脇
で
も
過
疎
化
や
少
子
高
齢
化
が
進
み
、

地
域
か
ら
活
気
が
失
わ
れ
て
い
く
の
を
感
じ

て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
観
光
客
が
多
く
訪

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
す
ぐ
に
移
住
や
人

久野脇と塩郷の間の大井川に架かる吊橋、通称「恋
こいがねばし

金橋」。　
塩郷側では、間近に見えるＳＬや電車を撮影しようとする人や
吊橋の上からの景色を楽しむ人などで、連日のにぎわいを見せ
ています。
しかし、もう一方の「たもと」である久野脇側までは、観光客の
足がなかなか伸びていかないのが現状です。

口
増
加
の
よ
う
な
結
果
に
は
直
結
し
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
今
か
ら
、
外
の

人
か
ら
見
て
魅
力
的
と
感
じ
ら
れ
る
地
域

に
し
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
実
際
に
私
た

ち
の
地
域
に
足
を
運
ん
で
も
ら
う
機
会
を

つ
く
っ
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
も
久
野
脇

が
存
続
し
て
い
く
た
め
に
、
と
て
も
意
味

の
あ
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
」。経営する土産物店の前から、対岸の久

野脇区を見つめる筒井さん。目の前の
幹線道路は、たくさんの車が行き交う。
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