
奇跡のバランス
　

県
道　

号
沿
い
に
存
在
す
る
そ
の

３０

岩
は
、
数
々
の
伝
説
を
残
し
、
平
成

　

年
の
芸
予
地
震
で
も
落
ち
る
こ
と

１３は
な
か
っ
た
。

　

テ
レ
ビ
番
組
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と

か
ら
全
国
的
に
有
名
に
な
り
、
ま
た
、

「
落
ち
な
い
」
と
受
験
生
に
ご
利
益

が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
乳
飲
み
児
を 
背  
負 
っ
て
出

せ 

お

雲
か
ら
厳
島
ま
で
旅
し
た
と
言
わ
れ

る 
市
岐
島
姫
命 
（
市
杵
島
姫
命
）
が

い
ち
き
し
ま
ひ
め
の
み
こ
と

こ
の
岩
で
休
み
、
子
ど
も
を
背
負
っ

て
い
た
帯
を
こ
の
岩
に
掛
け
た
と
伝

え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
岩
を
「
帯

掛
け
岩
」
と
も
い
い
、
そ
の
前
に
あ

る 
祠 
を
「 
帯  
掛  
明
神 
」
と
い
う
。

ほ
こ
ら 

お
び 
か
け 
み
ょ
う
じ
ん

　

そ
の
岩
の
真
下
で
、
自
動
車
板
金

業
を
営
む
古
川
修
さ
ん
は
、「
重
な
り

岩
は
転
が
っ
て
今
の
場
所
に
乗
っ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
ま
わ
り
の
土
が

流
さ
れ
て
重
な
っ
た
岩
の
姿
が
見
え

た
の
で
し
ょ
う
」
と
話
す
。

　
こ
の
岩
へ
続
く
階
段
に
は
、
津
田
・

四
和
ふ
れ
あ
い
ま
ち
づ
く
り
の
会
に

よ
っ
て
、
こ
の
夏
、
手
す
り
が
付
け

ら
れ
た
。
ま
た
、「
今
後
岩
の
裏
に

も
回
れ
る
よ
う
に
道
を
整
備
し
た

い
」
と
古
川
さ
ん
。

　
「
こ
の
岩
や
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
伝

説
は
、
地
元
の
人
の
誇
り
。
こ
れ
か

ら
も
大
切
に
し
て
い
き
た
い
で
す
」

と
話
し
て
く
れ
た
。

 重 なり 岩 
かさ 
いわ

むかしむかし、この地方に大地震があり、

重なっていた大岩が、

大音響とともに下の道にころがり落ちた。

落ちた岩が道をふさいだので、

人を集めて取り除こうということになった。

翌日、何十人もの人が集まってみると、

岩は元通りになっていた―。

重なり岩
わずか約１㎡の面積で接している上下の岩の大きさは、
縦横高さともに約３ｍ。「岩倉」という地名にもある
ように、この辺りには大きな岩がたくさんある。

そして、ときは江戸時代。

参勤交代のために通りかかった

津和野の殿様が、この岩を見て、

「この岩は危険だから取り除くように」

と家来に命じた。
家来は、すぐに上から岩を落としたが、

翌朝来てみると、
再び元の所に戻っていたという―。 ふるかわ・おさむ　　古川  修さん（津田）
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吉和に伝わる伝説
　

吉
和
に
伝
わ
る
伝
説
や
民
話
は
数

多
く
残
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

昭
和　

年
に
完
成
し
た
「 
吉
和 

よ
し
わ

６０

 
村
誌 
」
に
も
記
さ
れ
、
当
時
の
全
世

そ
ん
し

帯
に
配
ら
れ
た
。

　

当
時　

～　

歳
の
約　

人
に
聞
い

８０

９０

７０

た
話
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
村
誌
。

同
じ
話
で
も
語
り
手
が
違
え
ば
、
雰

囲
気
も
違
う
。
当
時
、
教
育
委
員
会

に
勤
務
し
、
村
誌
の
制
作
に
携
わ
っ

た
栗
栖
知
代
子
さ
ん
は
、
こ
う
語
る
。

　
「
○
○
じ
ゃ
け
え
、
○
○
で
す
げ

な
い
。
と
い
っ
た
よ
う
に
、
お
聞
き

し
た
話
を
一
切
脚
色
せ
ず
、
そ
の
ま

ま
掲
載
し
ま
し
た
。
吉
和
の
言
葉
が

強
く
、
読
み
づ
ら
い
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が
、
そ
こ
に
は
吉
和
で
の
暮
ら
し

そ
の
も
の
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
」。

　

ま
た
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
話
が

多
い
の
も
特
徴
だ
と
の
こ
と
。
娯
楽

の
少
な
い
時
代
、
面
白
い
話
は
最
高

の
娯
楽
だ
っ
た
と
い
う
。

　
「
昔
は
話
し
上
手
の
方
が
多
か
っ

た
で
す
ね
。
想
像
の
お
話
で
も
、
い

か
に
面
白
く
話
せ
る
か
が
カ
ギ
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
」。

　

そ
し
て
、
文
字
と
し
て
残
し
て
い

く
こ
と
は
と
て
も
大
事
だ
と
話
す
栗

栖
さ
ん
。

　
「
過
去
か
ら
つ
な
が
っ
て
い
る
時
間
を
、

後
世
に
伝
え
残
す
こ
と
は
大
事
な
意

味
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
」。

 鬼 の 爪  石 
おに 
つめ いし

むかしむかし、あるところに一匹の鬼がいました。

あるとき、鬼は遠足に行くことにしました。

どこへ行こうか迷った末に、

 女  鹿  平  山 に登ってみることにしました。

め が ひら やま
鬼は朝早く起きて、

お弁当に大きなおむすびを作って持って行きました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　女鹿平山に登るのは大変険しい山道で、

　　　　　　　　　　　　　　　　　昼頃やっとのことで頂上にたどり着きました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　着いたときにはもうおなかペコペコ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　持ってきたおむすびの包みを

　　　　　　　　　　　　　　　　　早速広げて頬張りました。

すると、一つのおむすびの中に

石が入っていました。

鬼は手を口の中に入れ、

その石を取り出し、

手と足を使って東の方へ投げました。

その石は爪石と名付けられ、

永く語り継がれてきました。

「この鬼は女鹿平山に腰を掛け、その足が冠山に届い
たというお話もあります。鬼の体は一体何灼あった
のでしょうね」。と栗栖さんは笑って話す。向かって
右が女鹿平山、左が冠山。鬼が投げたとされる石は、
石原まで届いたという。
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くりす・ちよこ　　　　　栗栖　知代子さん（吉和）

語り継ぐ―特  集 第１章ミステリーへ、ようこそ―


