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天
あま

の岩
い わ と

戸の伝承地

　　　　　佐
さ

久
く

良
ら

谷
だに

日
本
神
話
の
伝
承
地
は
全
国
各
地

に
あ
り
ま
す
が
、
末
吉
町
南
之

郷
に
も
そ
の
よ
う
な
地
が
存
在
し
ま
す
。

　

南
之
郷
に
は
、
国く
に

産う

み
を
行
っ
た
イ

ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
夫
婦
神
が
降
り

立
っ
た
地
・
柄つ
か
も
と基
（
橋
野
）、多
く
の
神
々

が
産
ま
れ
た
禊み
そ

ぎ
の
地
・
中な
か
つ
せ

津
瀬
（
檍

小
前
）、
神
々
の
住
む
高た
か
ま
が
は
ら

天
原
（
高
岡
）

な
ど
の
伝
承
地
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

そ
の
高
天
原
の
一
角
に
、佐
久
良
谷
（
桜

谷
）
と
い
う
場
所
が
あ
り
ま
す
。

　

佐
久
良
谷
一
帯
は
、
江
戸
時
代
に
薩

摩
藩
が
編へ
ん
さ
ん纂
し
た
地
誌
『
三
国
名
勝
図

会
』
に
「
神か
み
よ代
の
旧
跡
」
と
し
て
紹
介

さ
れ
、
こ
こ
に
あ
る
洞
穴
を
有
名
な
伝

説
の
舞
台「
天
の
岩
戸
」と
し
て
い
ま
す
。

　
「
天
の
岩
戸
」
の
伝
説
と
は
、
太
陽

の
女
神
ア
マ
テ
ラ
ス
が
弟
ス
サ
ノ
ヲ
の

乱
行
に
恐
れ
を
な
し
て
、
岩
戸
に
引
き

籠こ
も

っ
た
こ
と
で
世
の
中
が
暗
闇
に
包
ま

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
諸も
ろ
が
み神
は
皆
で

集
ま
っ
て
唄
や
踊
り
を
賑に
ぎ

や
か
に
演
じ

て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
岩
戸
か
ら
う
ま
く

誘
い
出
し
、
再
び
世
の
中
を
明
る
く
し

た
と
い
う
話
で
す
。

　

佐
久
良
谷
の
洞
穴
は
、
大
岩
で
塞ふ
さ

が

れ
た
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
ア

マ
テ
ラ
ス
の
隠
れ
た
岩
戸
を
彷ほ
う
ふ
つ彿
と
さ

せ
、
神
話
の
世
界
に
引
き
ず
り
込
ま
れ

た
よ
う
な
感
じ
を
受
け
ま
す
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、
神
話
の
聖
地
と
し
て
、

江
戸
時
代
も
広
く
知
ら
れ
、
信
仰
を
集

め
て
い
ま
し
た
。
ま
た
近
代
に
お
い
て

も
、
戦
争
に
赴
く
際
に
は
こ
こ
に
参
詣

し
た
と
い
い
、
末
吉
町
内
だ
け
で
は
な

く
、
遠
方
か
ら
の
参
詣
者
も
多
か
っ
た

と
い
い
ま
す
。

　

全
国
に
「
天
の
岩
戸
」
の
伝
承
地
は

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
鹿
児
島
県
内

で
は
あ
ま
り
例
が
な
く
、
珍
し
い
史
跡

と
言
え
ま
す
。

　

現
在
も
地
元
高
岡
の
人
々
に
よ
り
清

掃
整
備
が
行
わ
れ
、
神
話
ゆ
か
り
の
地

を
今
に
守
り
伝
え
て
い
ま
す
。

佐久良谷入口

　江戸後期の勤
きん

皇
のう

思想家である高山彦九郎の『筑紫
日記』にも佐久良谷のことが記されています。
　寛政４年（1792）６月４日、彦九郎が末吉の町で
聞いた話として、「桜谷とて巽

たつみ

二里半斗
ばかり

に窟
いわや

あり…
（中略）…是レを桜谷と号す、世俗志

こころざ

シの悪しきも
のは岩に挟

はさ

まれぬると伝ふ」とあります。
　当時、今とは違うイメージを持って
いたのも興味深いです。

別の顔を持つ佐久良谷
曽
於
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

佐
久
良
谷（
桜
谷
）

※
林
道
は
道
幅
が
狭
い
の
で
注
意
し
て
走
行

　
し
て
く
だ
さ
い
。


