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Ⅰ は じめ に

富 山平 野南 部 の 婦 負 郡八 尾 町 で は
, 毎 年 9 月 初

め の ｢ お わ ら風 の 盆｣ で , 歌 と演 奏 に あ わ せ て お

わ ら が 踊 ら れ る
｡

八 尾 町 南部 の 大長 谷付 近 で は か

っ て
,

9 月1 巨] か ら3 日 間 を フ カ ン ド ( 不 吹 窒) の

祭り と い っ て 仕 事 を 休 み
, 赤 飯 や 飽 鈍, 素 麺 を 食

べ
,

墓参 り を し
,

ニ ワ カ (俄) な ど を 演 じ ,
バ ン

ド リ を 着 て 町 を 歩 い た と い う ｡ 八 尾 の 町 で も
, 風

の 神 を 肥 り 風害 の な い こ と を 祈 る の は不 吹 堂 や 風

宮 で あ り , 後 に こ う し た 行事 に 聞名 寺 が 関 係 し
,

さ ら に 風 の 盆 と し て 越 中 お わ ら が 行 わ れ る よ う に

な っ た ( 三 隅治雄 ,
1 9 8 9) ｡

富 山 平野 南部 だ け で な く 砺 波 平野 南 部 な ど の 強

風 地域 に は
, 不 吹堂 や 風宮 が 祭 ら れ , 風 の 盆 や 風

祭 が 行 わ れ て い る ( 田 上 善 夫,
2 0 0 0 a ) ｡ ひ と た び

強 風 に 見舞 わ れ れ ば 農 作物 - の 被 害 は 避 け が た く ,

そ れ か ら 免 れ よ う と す る 祈願 は さ ら に 全 国各 地 に

み ら れ る ｡ た だ し 祭示巳は 地域 に よ り さ ま ざ ま で ,

風 鎮 に 際 し て 鎌 打 ち神 事 な ど が 行 わ れ る と こ ろ も

あ る ｡ 同 時 に 風 鎮 の 祭 の 呼 称 も さ ま ぎ ま で あ る

( 田 上 善 夫,
2 0 0 0 b ) 0

風 鎮 祈願 に 際 し て お こ な わ れ る さ ま ざ ま な 神事

や 奉 納 行事 な ど は
,

よ り 広 域 で も地 域 的 に 連 続 し

た り
, 類似 し た り し て い る ｡ 強風地 域 に お い て は ,

偏形 し た 樹 木 や , 屋 敷林 ･ 防風 林 な ど が 作 ら れ た

り す る が
, 風 の 祭示巳に は 強 風 の は か に , さ ら に そ

の 地 域 の 文 化, 社会 , 歴 史 な ど の さ ま ざ ま な 背 景
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が 影 響 す る
｡

そ の た め 他 の 民俗 行 事 や 民 俗 芸能 な

ど が そ う で あ る よ う に
, 風 の 祭紀 は き わ め て 多様

で あ る｡ ま た現 在 祭把が お こ な わ れ て い る に せ よ
,

そ の 由緒 や 今 日 に 至 る経 緯 も 明 ら か で な い こ と が

多 い
｡

こ う し た 各 地 に 現 在 も引 き継 が れ て い る 風鎮 行

事 は さ ま ざ ま で あ る と は い え
, 地 域 的 に は ま と ま

り が み ら れ る こ と が 多 い
｡ そ れ は 風 鎮 め を 祈願 す

る背 景 に は 強 風 災害 の 危 険 性 が 潜 在 し て お り , 行

事 の 分 布 は そ う し た 地域 の 自然 的 基 盤 に 依 存 す る

た め と 考 え ら れ る
｡

ま た 風 鎮行 事 も, 地 域 で 行わ

れ る 祭 把 の 一 環 で あ る た め に , 他 の 信仰 圏 な い し

文 化圏 と 深 く 関 わ る た め と 考 え ら れ る ｡

そ の た め 各 地 の 風 鎮行 事 の 地 域 的 な 類 似 性 を 明

ら か に す る こ と ば
, 風鎮 行 事 の み な ら ず自 然 的基

盤 や 社 会 的背 景 な ど と の 関 わ り を 捉 え る こ と に つ

な が る ｡ そ の た め と く に さ ま ざ ま な 風鎮 行 事 に 共

通 す る 様 式 な ど に 注 R し て
,

そ れ ら の 広 が る 範囲

を 明 ら か に し て い く ｡
こ う し た 地 域 に お け る 風鎮

行 事の 特 色 の 整 理 ほ
,

そ の Fh 来 や 意 味 の 王F
f! 解 に つ

な が る も の と 考 え ら れ る
｡

そ れ に よ り 地域 の 自然

的 基 鰯 の 認知 と そ れ へ の 対比こ,
さ ら に そ こ か ら形

成 さ れ る 風 卜の 解 明 を 試 み る
｡

Ⅱ 調査地域と調査方法

岨 祭 は 全国 各地 に み ら れ る
｡

そ の 中 で フ ェ
-- ン

をf
､

f
{

L う 頗風 な ど, 地 域 的 な 共通 性 の
I

l

,

[

:)
' L ､ 北 隣地 方

杏 +-:

L

&
': な 対象 地域 と す る

. さ ら に 風鎮1 ;- 事に 触 ら

ず 祭'T
4f[l に 購 い 影響 力 を も っ 近畿 地 方 に つ い て も 関

連 し て'.yl

l
il 在す る(図 1 ) o

風 鎮イ｣
二

事 は現 地 で の 実 際 の 調 査 を 基 本と し て 進

め る
o

た だ し , 多く は年 に1 度 の 祭 り と L て 手J
-･ わ

れ る た め に , そ れ ら を 見聞 す る こ と は 困 難 で あ る
o

そ の た め
, 個 々 の 報告 も援 蛸 し て 調 査 を 進 め る

｡

Ⅲ 北 陸に お ける風鎮行事

1
. 富 山県 の 風 鎮 行事 と立 石

富 山県 で は
, 風鎮 の 行 事 の 多く は, 6 月 あ る い

は 7 月 に 行 わ れ る ｡ ま た 8 月 の 孟 蘭盆 の 後 に も 風

鎮 の 祭 り が 行 わ れ る
｡ 下 新 川郡 宇 奈月 町 で は , 1 6

日 は 寝 盆 , 1 7 日 は 雨 の 盆 , 2 1 日 は 風 の 盆 で あ る

(宇 奈月 町史 編 纂委 員 会,
1 9 6 9) ｡ 黒部 川 の 下 流側

の 下 新川 郡 入善 町 で は , 2 3 日 が 風 の 盆 で あ る(漆

問 元 三
,

1 9 7 4) ｡
1 8 日 を 風 の 盆 と す る と こ ろ も 多

く , 盆 の 納 め 日 の 意 味が あ る ( 三 隅治雄 ,
1 9 8 9) ｡

富 山市 付近 で は
, 休 み を ボ ン と 称 す る こ と が 多

い
｡ 9 月 1 口 に は 団 子や 黄 粉 の ぼ た餅 を 作 っ て 祝

う ( 三 隅 治 雄,
1 9 8 9) ｡ 八 尾 で は 現 在 は , 9 月 1

- 3 日 に 風 の 盆 が 催 さ れ る
｡ 元禄 年 間 に 臨時 の 祝

事 と し て 行 っ た め ぐ り 凌 が 始 ま り と い わ れ , 後 に

旧 暦七 月 の 意 蘭 盆 と な り
,

近 代 に 入 っ て 二 百[
一

日

の 風祭 盆 と な っ た と い う (友 尾 豊
,

1 9 9 8) ｡

そ う し た 風 鎮 祭 の
一

つ と し て
, 上 新川 郡大 山 町

【F 双 嶺 で 風 神 祭 が 行 わ れ る( 田 上 善 夫
,

2 0 00 b ) ｡

平 成12 年 も例 年 とh lJj じ く
,

7 月15 日 の 13 : 0 0
- 1 4 :3 0

に 風 神祭 が 斎 行 さ れ た
｡ 神職 1 人

, 氏 J
- /

･

4 人 , 崇

敬 人 3 人 の 参 加 が あ る
o

こ の ホ 吹堂 は か つ て 野 ざ

ら し で あ っ た が , 昭 和23 年 に 杉皮 で 茸 き 瓦 を の せ

た 建物 が で き た
｡

､l( 城12 年 に は 畳 が 入れ ら れ た
｡

こ の 不 吹
′

引 こ集 ま る の は 星祭 り で あ る ｢ 不吹堂

祭 り｣ の と き で ,
こ れ に は氏 子だ け で な く い ろ い

ろ の 人が 来 る
o 春 祭 り の と き に は

, 卜
`

刈嶺 の は か

荒 屋敷 や 大清 水 な どf ､J
`

近--I
- J若の 神 社 が 合 把 さ れ た

図1 調査地域
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北 陸に お け る風鎮祈願 に ま つ わ る 行事とそ の 由来

小 坂 に 集 ま る
｡

か つ て は 奥 の Ll は で 4k m に 4 0 軒 が

あ っ た
｡ 小 坂 の 神 明社 は , 田 を 作 っ て い る 百姓 多

数 で 近年 修理 さ れ た
｡

･･ ､･
一 方東 砺 波 郡城 端 町是 安 に あ る級長 声辺 神社 で

の 風 祭 は
,

7 月15 日 と そ の 前 夜 の 二 日 に わ た っ て

行 わ わ , 1 0 0 余 人 が 集 ま る 大 き な 祭 り で あ る
｡

ま

た
,

7 月14 日 か ら16 日 ま で の 級 長 戸辺 神 社 の 風 祭

が ｢ 不吹 堂 の 祭 り｣ で
,

1 5 日 が ｢ 不 吹堂 盆｣ で あ

る と い う ( 富LIJ 県 祭 礼 研 究 会 , 1 9 9 1) ｡ 宮 司 の 祝

詞 , 農 協 長 の 五 穀 豊 穣祈 願 の 祭詞 奏 上
, 参 詣者 の

玉 串奉 莫, 四 人 の
I
^i^1 女 の 舞 , 詩 吟 の 朗 唱, 琴 曲 の

奉 納が あ り
,

そ の 後 に 直会 と な る
｡

か つ て は 旅役

者 の 芝 居 も あ り , 奉 納相 撲 も あ っ た ｡ 級長 戸 辺神

社 は氏 子 で は な く フ ェ

ー

ン の 顕 著 な 地 域 の 崇 敬者

に よ り 支え ら れ て い る (富 山県 祭礼 研究会, 1 9 9 1) ｡

す な わ ち 下双 嶺 と 是 安 で は 規模 こ そ 異 な る が
,

神社 の 氏 子 だ け で な く , さ ま ざ ま な 人 々 が 集 ま る

と こ ろ に
, 風 祭 の 特 色 が あ る

｡

と こ ろ で , 砺 波 平野 南 部 か ら 富 山平野 南 部 の 不

吹堂 が 分 布 す る 地域 で は
, 不吹堂 や 神社 境 内 の 入

口 付近 に
一 対の 1

1

F. 石 が み ら れ る こ と が 多 い ( 図 2 ) ｡

ま た 中新)[ 摺β上 市 町 の 大岩 方 面 に もみ ら れ , さ ら
し く～ ,3

Ll
t
< ○ こ

に~F一新川 郡宇 奈月 町 中 ノ [コ の 石動 彦 神社 や
, 同 町

明 日 の 八 幡 社 な ど で も 同様 で
, 立 石 は黒 部川 扇 状

地 の 山麓部 に 続 い て い る ( 田 上善 夫
,

2 0 0 0 b ) ｡

ま た 平 野部 に お い て も, 婦 負 郡婦 中 町中 名 に あ

る 稚 児舞 で 知 ら れ る 熊 野 神社 に , 大 き な 立石一
一

対

が あ る
｡ 同 町 麦島 の 諏 訪 社 は , 明治20 年 に 新 築 さ

れ て 明治28 年 に 八 幡 社 と と も に示巳ら れ た と い わ れ

る が
, 立 石 が あ り , 別 に 狛犬 が あ る ｡ 富 山市 で も

水橋 付近 に 立 石 が み ら れ る.

富 山県 の 西 部 で は 立 石 は 少 な い よ う で あ る ｡ し

か し 氷 見 市女 良 の 海 岸 か ら50 m は ど 内陸 側 に 入 っ

た と こ ろ に あ る 中 田 の 道 神社 に は , 鳥居 前 に 大 石

が 配 さ れ て い る ( 図 3 )
｡

こ の 道 神 社 の 祭 神 は 猿

田 彦 神 で あ る が
, 境 内 に は 諏 訪社 が 鎮座 し, 健 御

名方 命が 祭 られ て お り , 8 月26 日 が 諏 訪祭 で あ る ｡

諏 訪 と の 結 び つ き の 一 方 , 石 動Ill の 遺構 を と り い

れ
, 修 験 と も 縁 が 深 い

｡

こ う し た 立 石 は呉 東 に 特 有 の もの と い わ れ , 神

社建 築以 前 の 聖 域 を 示 す も の で あ ろ う と 推 定 さ れ

て い る ( 伊 藤 曙 覧, 1 98 7) ｡
こ の 立 石 が 見 ら れ る

と こ ろ は
, ま た 不吹堂 や 諏 訪神 社 な ど もみ ら れ る ｡

た だ し
,

立 石 と そ れ らの 結 び っ き は 明 ら か で な い
｡

な お 申 出 よ り さ ら に 内 陸側 で 石動 山 の 登 り 口 に

近 い 氷 見市 長坂 の 長坂 神社 で は
, 風神祭 が 8 月31 口

に 行 わ れ る ｡ ま た 氷 見 で は, 御 諏訪 ま つ り や 鎌 ま

つ り を
, 風の 盆 と し て 踊 る と い う (友 尾 豊 ,

1 9 9 8) ｡

2
. 石 川 県の 風祭 り と 薙嫌

え u ) と 去 J〕 ひ 1

L
: ら

宝 達 丘 陵 の 北 端 に 位 置 す る 七 尾 市 江 泊 町 日 室

の 諏訪 神 社 で は ( 図 4 ) , 風 鎮 祭 の と き に 打 ち 込

ま れ た 神 鎌が み ら れ る ｡
こ の 神鎌 は打 た れ る前 に ,

j- ' 七 と ニ b
f
) L

七尾 市 山 王 の 大地 主神 社 で 入魂 式 が 行 わ れ る ｡ 平

成1 2 年 に も
,

8 月25 日 午 前11 暗 か ら 斎 行 さ れ た

( 図 5 ) ｡ 入 魂 式 の 神事 が 終 わ る と
, 直 会 と な る｡

こ の 後, 日 室 に 卓 で 運 ば れ る｡

大 地主 神 社 は地 元 で は 山王 さ ん と よ ば れ る よ う
ぉ ごまや まく ひ u 〕み こ ±

に
,

日 吉大 社 な ど と 同様 に 大 山 咋 命 を示巳る が
,

あ y) c
′
) ま ひ ±一バ

ノ
〕み こ ±

そ の 境 内 に 鍛 冶 神 社 が あ り , 天 日 一 命 が示巳ら

れ る
｡ 鍛 冶 屋 の 神 で あ る と と も に

,
ふ い ご と つ な

が る 順 風 の 神 で もあ る ｡ 神 鎌 の 人魂式 を行う の は,

こ の 神 に 由来 す る の か も し れ な い ｡

入魂 式 の 翌 々 日 の 8 月27 日 に , 日 室 で 風 鎮 祭が

行 わ れ る
o

こ の 日
, 諏 訪 神社 の 麓 で は 大 き な 日 の

丸 が 2 本 , 交 叉 し て 立 て ら れ る ｡ 七 尾 で 入魂 さ れ

て 運 ば れ て き た 神鎌 の つ い た 玉 串が
,

五 輪 塔前 に

奉 安 さ れ る ( 図 6 ) ｡

こ の 玉 串 は100 m ほ ど 谷 の 上 流 ま で 運 ば れ
, 秦

加 す る 人達 が 従 っ て , お 宮 の あ る 海抜95 m の 山頂

ま で 約50 m を 登 る
o 神 職 は先 に お 宮 に 向か っ て い

る ｡

風鎮 祭 は午 前11 時 に 始 め ら れ る ｡ 御神 酒 , 御 費

の す る め が 供 え ら れ て い る ｡ 丈 余 四 方 の 拝 殿 の 中

に は
, 神 職 と 氏 子 の 人 達 な ど 数 人が 上 が る

｡
そ の

ほ か に 20 名 ほ ど の 参 加者 が あ るo
iF 成12 年 の 場 合

は 祭 り 当 口 は 日 曜 日 で あ っ た が
,

ふ だ ん の 年 に は

幼 稚園 の 子達 も参 加 す る と い う
｡

ま ず神 楽 太鼓 が 打 た れ
, 祝 詞 の 奏 上 や 玉 串 の 奉

莫 が 行 わ れ る o 神 事 が
一 通 り 進 む と 神 主 が 拝殿 前

に 出 て
, 湯 釜 の 神 事 を 行 う ( 図 7 ) ｡ こ の 日室 の

湯 立 て 神 事 は , 湯 の し ぶ き で 風 を 鎮 め る た め の も

の と い わ れ る(近 藤信 義,
1 9 9 7) ｡

そ の 後 に 鎌 が 打 た れ る ( 図 8 )
｡ 鎌 を 打 ち お わ
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る と
, 祭 り が 終 わ り

, 拝殿 と 周 囲 を 清掃 し た 後 に

下 山 す る｡

日 室 の 神鎌 に は
, 魚 の 絵 が 彫 られ て い る

｡
日 室

は 狭 い 谷 間 に あ る が ,
か つ て 塩 田 が LIJ 側 に あ っ た

と い う
｡ 海 岸 か ら は 2 k m の 距離 で あ り

,
日 量 か

ら も 漁 に 出 た
｡

現 在 の 日 室 の 民 家 は4 軒 で あ る が
,

か つ て は17

軒 あ っ た ｡ お 宮 の 拝殿 を 作 る前 に は 山の 上 も広 く ,

祭り の と き に 相撲 を と っ た り
,

盆踊 り が 行 わ れ た｡

以 前 に は 多 く の と こ ろ で こ う し た 祭 り が 行 わ れ て

い た が
, 盆踊 り も しな い と こ ろが 多く な っ た と の こ

と で あ る ｡ 神職 は 明 治か ら参 加 す る よ う に な っ た

と い わ れ る
｡ 村社 で あ る 白鳥 の 神社 の 宮 司が 来 る

｡

な お , 戦 争 中 の 金 属供 出 の と き に も,
こ こ の 鎌

は き た と い う ｡ ま た
, 鎌 祭 り と も い わ れ る が

, 本

来 は 風 鎮 祭 で あ っ て , 健 御 名方神 を 肥 っ て い る ｡

興 味深 い こ と に
, 同 神 の は か に 風 の 神 が お り

, 健

御 名方 神 の 社 を作 る と 風 の 神 が 女 神 の こ と で 怒 る

と い う が
,

こ こ で は 社 を 作 っ た 後 に 風 が 鎮 ま っ た

と い う ｡

石川 県 鹿 島郡 嘩西 町 金丸 の 諏 訪 神 社 で
,

日 室 と

同 じ 8 月27 日 に 風 鎮 祭 が 行 わ れ る ｡ 邑知 潟 平野 の

縁 に あ り ,
5 m は ど の 海抜 高 度 し か な い (図 4 ) ｡

神 殿 ま た 拝殿 も な く , 境 内の 神域 の 前 に 祭 壇 が 置

か れ
,

そ の 後 ろ に 参 列者 の た め の 更 産 と 座 布 団が

並 べ ら れ る
｡ 祭壇 に は嫌 が 奉納 さ れ , そ の 脇 に 社

標 の 入 っ た 幡 が か け ら れ て い る ( 図 9 ) .

祭り は 正郡 谷地 区 が 中心 と な っ て 行 わ れ , 三 々

五 々 参 葉 す る 人 々 は
, 数 十 人 に 達 す る ｡ 境 内 は 広

く
,

8 月 末 は 残暑 の 日 射 が 厳 し い
｡

午 後 4 暗か ら

神事 が はL: ま る と
, 最初 に 太鼓 が 打 た れ

, 祝 詞 や

玉串 奉 莫 な ど が 行 わ れ る｡
二 礼 二 拍 手 一 礼 の 後,

周辺 に 集 ま る 人 々 に も御 神 酒が ま わ さ れ る
｡

そ の 後 に 鎌 打神 事 に 移 る が
,

こ の 頃 に は厳 粛 な雰

囲気 か ら
一 変 し , 大変 賑 や か に な る

｡ 鎌 を 神 木 に

あ て て 打 ち込 む (図10) ｡

鎌 打 ち が 終 わ る と そ の 後 に 直 会 と な る が
, 散会

し て い っ た ん 引 き 上 げ る 人達 も い る
｡ 夕 方か ら は

盆 踊 り や カ ラ オ ケ 大 会が 催 さ れ る ｡

能 登 で は 日量 や 金丸 の ほ か に も風 祭 が 多く
,

鹿

島郡 中島 町 で は8 月 下 旬 ,
二 百 十 日 ,

二 百 二 十 日
す 7J

, お L ひ め

の 頃 に
, 菅 忍比 畔 神社 な ど で 行 わ れ る｡ 大 正 頓 に

は
一 般 農 家 で も 大風 が 吹 か な い よ う に 祈 っ た と い

す さ の お 軒 さ cl j お L7j か み

う ｡ 同町 西谷 内 の 服 狭雄 神 社 の 素 妻鳴神 , 同 町上

畠 の 諏 訪神 も 風鎮 め の 神 と し て 知 られ て い る ( 中

島 町史 編纂 専 門委 員会 ,
1 9 9 5) 0

ま た 石 川県 で は 加 賀地 方 で も 強風 に ま っ わ る 言

い 伝 え は 多 い
｡ 能美 郡 中海 村字 原 は

, 仏御 前 の 隠

遁 の 地 と 伝 え ら れ て 仏 の 原 と も い い
, 原風 と い う

特有 の 風 が 吹く と い う ｡ ｢ 回 国雑記｣ ,
｢ 三 川奇 談｣ ,

｢ 加 賀名 跡 志｣ に も記 さ れ , 出 産 の 際 に 産 室 の 戸

を 開 け る と 悪風 が 起 き て 近 郷 の 作 物 を 荒 らす と さ

れ て い る (早 川孝 太 郎, 1 9 3 8) 0

3 . 福 井 県 の 風 祭 の 奉納 行事

福 井県 三 方郡 美 浜 町 は
,

地 形 的 に弓壷風 が 吹き や

すく
,

ま た 独特 の 風鎮 行事が み ら れ る (図11 , 1 2) ｡

∴ ,- L

同町宮 代 の 禰美 神 社 は
, 延 書 式 で は耳 明 神 と さ

れ
, 嘉 禄 二 (1 2 2 6) 年 よ り 二 十八 所宮 の 名 に な り ,

明 治2 年 よ り 現 在 の も の に 変 わ っ た
｡

二 十八 所 に

は龍 田 ･ 広 瀬 の 神 も 含 ま れ る ( 福 井新 聞社 百科 事

典刊 行委 員 会編 ,
1 9 91 ) ｡

/

I

)
I 5 い U )

/
)

8 月20 日 に こ の 滴 々 神 社 で の 能 祭 で , 風 祈能 が

奉 納 さ れ る
｡

そ こ で は
, 台 風 よ り 作物 を 守 り 五 穀

豊穣 が 祈 られ る
｡ 中世以 来 の 伝 統 を も ち

,
三 方 町

気 山 な ど に 猿 楽4 座 が あ っ た と い わ れ る ( 福 井 県

神社 庁,
1 9 9 4) ｡

境 内 の 拝 殿 手前 , 階段 F の と こ ろ に あ る 能舞 台

は
,

2 問 四 方 の 大 き さ で あ る
｡ 風祈 能 は

,
禰 々 神

社奉 賛 会 の 主 催, 若 州藩 相続 倉 座 の 後援 に よ り 行

わ れ る
｡ 平成12 年 に は , 倉座 の 30 人 ほ どの 人 た ち に

よ り 演 じ られ た
｡ ま た

,
1 0数 人 の 参加 者 が あ っ た

｡

1 2 時 過 に 始 め ら れ
, 読 , 掲 鼓

,
太 鼓, だ し で 離

さ れ る 中 , 3 時間 余 り を か け て 演 L; ら れ た
｡

こ れ

は
, 福井L

,

tj
l
< の 無 形文化財 に 指定 さ れ て い る ( 図13) ｡

こ れ ら奉 納 さ れ る 能 は
, 毎年 番組 が 変 わ る

｡ 神 主

さ ん に よ れ ば
, 祭 り は 能 楽祭 と 呼 ば れ

,
江戸 時 代

か ら 行 わ れ て い る ｡ た だ し ,
こ の 付 近 で は風 が と

く に 強 い と い う わ け で は な い と い う
｡

小 浜 線 気 山駅 の 北 西500 m ほ ど の 三 方郡 三 方 町
) わ せ

気山芋 宮 本 に
, 式 内杜 の 芋 波西 神 社 が 鎮 座す る

｡

こ こ で は 滴 々 神社 よ り 1 日早 く , 8 月1 9 日 の 秋 祭
!J l さ い )

)

り に 風祈 能 が 倉 塵 能 の 会 に よ り 奉納 さ れ る ( 三 方

町史編 集 委員 会
,

1 9 9 0) 0 ｢ 風 除 け 能｣ と も 呼 び
,
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北陸に お ける風鎮祈願 に まつ わ る行事 とそ の 由来

図 2 不 吹堂の 入 口 に 配置された立石

富 山県上 新川郡 大沢野 町下伏｡ 神通 川左 岸 の 標高

之6 0 m の 山上に ある
｡

こ う した立 石 は 山麓部 の み なら

ず,
こ の 下 伏や婦負郡山田村鍋谷な どの よ うに

, 小 商

い 山上や 中山間地の 谷など にもみ られ る
｡

図 3 呉 西 の 海岸部で の 立石

富 山県氷 見市 中田 の 道神社｡ 拝殿 は 明治初 め に

石 動 山修験 が衰 退 したお り に
,

天平寺 開山堂を 買

い 受 けて移築 され た｡ また湯立 釜も石 動 山梅宮 で

の 湯立 神事 の 際に , 湯 を笹 の 菓 でふ り か け無病 息

災 を祈 る とき に使 われ た もの で ある
｡

他 にも石 橋

など天 平寺の 遺構 があ る｡

圃4 能登半島南部 の 風鎮行事

富山県の 氷見か ら宝達丘 陵を越 え た 石 川県の 邑知潟平野 山麓部に も, 多くの 風鎮行事 が分

布 して い る｡ 邑知潟平野 に沿 っ て 山麓部 など に多くみ られ る｡

国 土地 理 院 の 数値 地 図 50 m メ ッ シ ュ (標 高) よ り
,

日 本 地 図 セ ン タ
ー の B i r d

'

8 V i e w

P r o(5 0/2 5 0) を使 っ て 作成｡ 図 11 , 図 19 も同様｡

-

5
-



園 5 日室 の 神鎌の 入魂式

図 6 日圭の 五 輪塔前 に 奉安された神鎌

石 川県七 尾 市江泊 町日 室の 集落 の 中ほ どに あた り , 作

石 川県七 尾市 山王 町 の 大地主 神社で , 入魂式 が行わ
十郎 の 堂 の跡 と い う

o
こ の 地区 に は神社は 多 い が

, 寺が

れ る
｡

魚 の絵 の 彫られた神嫌 が榊に御 幣と と もに つ け
少な い

o なお , こ の 五輪塔は 卒塔婆で あ ると い う｡

られ て玉 串と され る｡

図 7 日室の 風鎮祭で の 湯立 て の 神事

太 い枝 を組 み合 わせ た上 に鉄釜 を乗せ て , あらか じ

め 湯が 沸か され る
｡ 湯 の 中にすすき の 束 を浸 し

, 神域

の 後方 と神域の 方向に 向けて商 うo

園9 金丸の 風鎮祭 で奉納された こ 丁 の 鎌

石 川県鹿 島郡鹿西町 金丸の 鎌宮諏 訪神社
｡
鎌 に は後 ろ

側 に突起 が 出
, 稲穂が つ けられて い る

｡
野菜や果物 , 栄

な どの 農作物 と共に 奉納され る
｡

-

6
-

図 8 日圭の 神木 へ の 鎌打 ち

日量 の 拝殿北側 の タブ に
,
新 し い嫌 が銘 の 背で

打 ち込 ま れ る ｡ 背丈 よりやや上 の 高さ に右奥の 木
,

左 奥 の 木の 順に 打つ
｡

園1 0 金丸の 神木 へ の 鎌打ち

神木 に は しご をか けて上 り, 注連縄 を新 しい もの

に 交換 する
｡ 鎌 の 後部 を神木 に あて

, 通常 の ハ ン マ

ー を使 っ て 十数 回打ち込 む



北陸 に お け る風鎮祈願に ま つ わ る行事とそ の 由来

`

. 百 トロ の 厄 日 が 無 事で あ る こ と を 祈 る
｡

例 年 に

は , 滴 々 神 社 と 同 じ倉 座 に よ り 同 じ 番組 で 奉 納 さ

れ る
｡

た だ し
,

2 0 0 0 年 に は 風祈 能 が 行 わ れ な か っ た ｡

1 9 9 9 年 8 月1 4 F1 に こ の
一

帯 で 大 雨が あ っ て
, 宇 和

内神 社 の や や 小 さ め の 能 楽 堂 も 水 害 を 受 け た た め

で あ る
｡

ま た こ の と き付 近 の 旅 館 で も 水 が 濁 っ た

た め に , 1 週 間休 ん だ と い う ｡

繍 々 神 社 の 南 方 の 美浜 町野 口 に
, 風 天大 権 現

がホ巳ら れ る( 図14) ｡ 耳 川 の 開 口 部 に あ た り
,

こ の

付 近 で は ふ だ ん か ら 風が 痛 く ,
さ ら にーF 流 の 平野

部 ま で 強 い が , 被 害 は な い と い う ｡ ま た
,

こ の あ

た り で は 火 の 神 も祭 ら れ る
｡

こ の 厨 天大権現 で は
,

か つ て は7月24 Ej の 祭り に
,

村人 た ち が 芋 に 手 に タ イ マ ツ を と も し て , 大 き な

声 で ｢ シ シ マ メ ク ワ ン ヨ ウ ニ (猪 豆喰 わ ん よ う に)｣

と 唱 え な が ら 詰 っ た と い う ( 斎 藤槻 堂 , 1 9 8 1 ) ｡

さ ら に ｢ 狼小 豆く わ ん よ う｣ と も い わ れ た
｡

ま た 野 口 の 南方, 美 浜 町新庄 の 日吉 神 社 で は,

八 朔 祭 に 風 除 け の 祈 祷 が 行 わ れ た
｡

八 朔 祭 は ど ぶ

ろ く 祭 り と も い わ れ , 大酒 樽 が 道 行 き を し, そ れ

に あ た っ て 天狗 が 暴 れ る
｡

こ れ は 良 い 子 が 生 ま れ

た り ,･ 豊年 満作 の 祈 願 と考 え ら れ て い る (小 林 一

男 ,
1 9 7 9 ) ｡

そ の 八 朔 音頭 で は ｢ 二 百十 日 に 風 さ

え 吹 か に ゃ
,

ま す は と り お き 箕 で は か る｣ と 歌 わ

れ る ( 美 喪 町 教 育委 員 会 ,
1 9 9 0) ｡ こ の よ う に

,

風 鎮 の 行 事 は 耳川 上流 部 ま で 連 な る｡

ひ る か く L

一

方 海岸 部 に お い て も
,

日 向湖 と久 々 子湖 に 挟

ま れ た 笹 旧 に 風 雷 神社 が あ る ( 図15) ｡
こ の 風 宮

か i! u ) f Jl [ t か J +

神 社 は 風大 神 を示巳り ,
3 月1 6 日 が 例 祭 で あ る

｡ 伊

勢 の 外 宮 の 風 宮 が 勧請 さ れ た と い わ れ る｡ 明 治4 2

年 に 前 記 の 芋 波西 神社 に 境 内祉 の 山神 社 ･ 神 明 社

と と も に 合示巳さ れ た が , 後 年区 民 の 願 望 に よ り 元

の 地 に 分離 奉 斎 さ れ
, 昭和61 年 に は 有志 に よ り 鳥

(士′ム り 〈
:

居 が 奉納 さ れ た ｡ 祝部 制 度 に よ り 神 社 が 護 持 さ れ

て い る (福 井 県 神 社 庁,
1 9 9 4) ｡

な お
, 宇和 西 神

社 に ほ2 3 の 神社 の 祭 神 が 合示巳さ れ た が
,

そ の 後 の

集落 で の 運 動 で 氏神 が 復 旧 し た も の に
, 海 山 区 の

J@旨野 神社 ,
塩坂 越 区 の 八 幡神 社,

遊 子 区 の 贋 嶺神

社 な どが あ る (三 方 町史 編集 委 員会 , 1 9 9 0) 0

き き と り で は
,

こ の あ た り で は 風 祭 は あ ま り な

い が , 風 は 強 く て
一 帯 を 吹 き抜 け る と い う ｡ 春 に

は む し ろ 火祭 り が 盛大 に お こ な わ れ る
｡

福井 県 で は こ の 三 方 地方 に 限 ら ず, 二 百 十 日 前

後 に 大 風 が 吹か な い よ う に 祈 る 風 祭 が 各 地 で 行 わ

れ る ( 表 1 ) ｡ 敦 賀 市 で は 二 百 十 日前 に 風 祭 を し

て
, 風 除 け祈 願 を す る｡ 大 飯郡 高 浜 町で は

,
二 百

+ 目前 祈念 の 行 事 が 各 地 で 行 わ れ る
｡

Ⅳ 北陸周辺 で の 風鎮行事

1 . 近 畿地 方 で の 風鎮 に ま つ わ る 鎌

さ ま ざ ま な 風鎮 に ま っ わ る行 事 は, 北 陸 の み な

ら ず近 畿 で もみ ら れ る
｡

七 尾 や 鹿 島 な ど で の 風 鎮

蓑1 福井県の 風鎮行事

地 名 /1
=

テ 事 内 容 出典

福井巾円山 9 月11 日に 風祭 ム ラ の 神社 に地 区の 人が 集 まり , 御秤酒 . ス ル メ で 祝う EZ]
福井市木出 9 月 1 H に 風祭 農事 をカ タ ヤ ス ミとす る EZ] H
丹生郡越前即海浦 人凪後 に 風祭 大風 や 大火災後はLl j伏を 招 いて 祈祷 2 )

敦賀Frf 中村 厄[ーの 3 , 4 日前に 参寵 各戸 の 主 人が氏 神に 宵か ら参箆 し , カ ガ リ 火をた い て 夜を明か す 3 )

敦賀市原 8 月2 0 日 ころ に 風祭 区内の老 若男女 が 夕刻
- 12 時頃迄宮 ご もり し

,
お 灯明を あげる 二=

敦賀市松島 8 月2 3 [引こ風除祭り 昔 は踊 りもた つ た い

人飯郡高浜町関谷 8 月2 4 日に 桂不動で 祈願 二 百十 日の 無事を祈り, 夜 は公民館 に て お講 をひ らく い

人飯郡高浜町六路谷 安 全祈願 災害 を受 けな い よ う
,

お 千度参り の安 全祈願 を行 う EZ]
大飯郡高浜町小和 田 神社 で祈 念 神社 に 区民 が集 まり

, 般若心経十 三巻 を読 み あげ, 祈念す る 4 )

人飯郡高薮町 H 引 16 日 に お 宮で 祝詞 全員が お宮 に 参 つ て 祝詞をあ げる L1 )

大飯郡高浜町鎌倉 杉森神社 で 祈念 台風 の 季節 を迎え
, 般若心経 をあげて祈念 す る い

_
■■ 稲 の 花が 咲く ころ 風 除けの 祈祷を した り , 五百灯 や千灯 を あげて 盆踊り をす る I )

1 ) 福井Ii l

-

( 19 88) ,
2 ) 越前 町史編纂委員会 ( 19 8 7) ,

3 ) 斎藤槻堂編 (196 0) ,
4 ) 高浜 町 (19 85) ,

5 ) 福 井新 聞社自I科 事典 別行委員会編 ( 199 1)

- 7 -



祭 で は鎌 打 ち が お こ な わ れ る が
, 鎌 を 神 体 な い し

は 神 員 と す る 神 社 は 各地 に 存在 す る ｡

1 ,
1

.
- T= rノ) t

ノ
)

滋 賀 県蒲 生 郡安 土 町 の 老蘇 森 は
,

琵琶 湖 岸 の 安

土城 跡 に 程 近 く , や や 内陸寄 り に 入 っ た と こ ろ に

あ る ｡ 至近 を 国道 8 号 と 新幹 線 が 走 る が
, 往 時 は

現存 の 数倍 の 規模 が あ り , 中 山道 の 名 所 と し て 旅
J ,J ) LJ' ) 二

1

.
～

-
'

4 j lソ) ,/ I ニ ヒ

行者 が 訪 れ た と い う ｡
こ こ に 天鬼屋 根命 を 把 る

,

式 内社 の 重石 神社 が あ り
,

そ の 紋 で あ る嫌 が 境 内

に み ら れ る ( 図1 6) ｡ 境 内 に は諏 訪大 明 神 が あ り ,

f- /
>

I

)
-

ト 7
･ u J 7

健 御名 方言 呑が 紀 ら れ て い る
｡ 諏 訪大 明神 で は 8

月26 日 に 諏 訪宮 宵 宮 祭が 行 わ れ
,

さ ら に 本社 で は

そ の 翌 日 の 8 月27 口 が 夏季 例祭 で
, 湯 立 て の 神 事

が 行 わ れ る ｡

輿 石神 社 の 南 西1k m ほ ど の｢司町 西老 蘇 に 鎌 若 宮

神 社 が あ る
｡

こ こ も 鎌 宮 さ ん と 呼 ば れ , 輿石 神 社
fJ

■

i,
r

f
}

,J ∴r )く王! J
7 J

の 分 家 と い わ れ る
｡ 大 言昌大 神が 肥 ら れ

, 境 内 に

四 季神 社が あ る｡ 9 月 9 l~] に 宵 日 待祭 が 行 わ れ る ｡

こ の 鎌宮 神 社 で は
,

三 月 初 申の F] に 氏 f- が 鎌 を 献

納 し た と い う ( 柳i上Ⅰ閥り∴ 193 1) ｡

こ う し た 鎌 は , さ ら に 近畿 地方 の 中 央部 に も み

ら れ る ( 図17) ｡ 奈 良I
/

i-,i-
/i:

. 駒 郡斑 鳩 町 の 法 隆 寺 の

五 重 塔 に は, 嫌 が さ さ れ て い る (図1 8) ｡

こ の 鎌 の 由 来 に は
,

こ れ ま で に 諸 説 が あ る
｡

ま

ず
, 鎌 は 塔 を 台風 や 蕗

′

Ei;
'

か ら 守 る た め の 民 俗[ .i 仰

で
, 風 を 切 る原貞い を 表す 呪術 で あ り , 風 の 神 の 加

渥 を 求 め た と い う ( 小[)Ll
.

J

f
r

j: ･ 土井 実 , 1 9 6 7) o

創 建当 時 に は な く ,
LI-り

H: に 風 を 嫌 が 切 っ て そ の

力 を 弱 め る と い う[[
- =L
:仰｣ に も と づ い て

,
嫌 が 懸 け ら

れ た ( i]一川 健 夫 , 1 9 9 9) .
こ の 風 切鎌 は] l

-
_4 J

L- に も

と づ い て お り
,

うぅ
'

xA( で あ る 鎌 に よ り 仲鮒 す る ゆ え

に 木
'

xもで あ る 風 を 魁殺 す る と し た 持続 斬の Y. 残 と

い わ れ る ( .

1

T

:

野符盲]
'

-

,
1 9 8 7) ｡

き き と り で は,
こ う し た 鎌 は 周 囲 で も こ こ だ け

に み ら れ る
, 建;(_ 暗か ら あ る 魔除 け と 捉 え ら れ て

い る
｡ 鎌 を 用 い る .

i:I-: 昧 と し て
,

ま た 苗 災除 け と も

い わ れ る が , む し ろ
'

[I
T;

p

を 呼ぶ か も し れ な い と い うo

む し ろ , 鎌 を 卜げ 卜げ し て 周辺 地 区 の 農 民 に 豊年

を 知 らせ た と い う
o 風 災と の 関係 が い わ れ るしロで

,

慧穣 祈願 と の 結 び っ き が 考え ら れ る
｡

ま た
,

こ の

鎌 の 形 は
,

近 畿地 方で
一

般 に 使 わ れ る た も の と は

'L) 々
t

)
l

lをな っ て い る よ う で あ る
c

こ の 法 隆 寺 の r
､

(--)
-
r
)勺1 k m は ど の と こ ろ に

, 龍 出

----- 8

神 社 が あ る｡
こ の 竜 田 新宮 は聖 徳 太 子 が 法 隆寺建

立の 際 に
, 竜 田 明神 が 老爺 に 化 し て 伽藍 の 勝 地 を

教 え 守護 神 に な ら ん と の 神 託 が あ っ た が , 鎮 座 す

る 立 野 ま で は 遠 い の で
,

こ こ に 勧 請 し て 法 隆寺 の

鎮 守 と し て 把 っ た と い う ( 岩 井 宏 苦, 1 9 72 ) ｡ 現

在 も , 大御 柱 命 ･ 囲御 柱 命, 龍 W 比 市 大 神 ･ 龍L11

比 女 大神 を 肥 る
o

由緒 吾 で は , 法 隆 寺 の 鬼門除神

と し て
, ま た 地域 の 産 土神 と し て 肥 ら れ た と い う

｡

示巳ら れ て い る 諸神 は風 神 で あ り
,

7 月 4 日 に 風 鎮

祭 か 行 わ れ る｡
そ の た め 法 隆 寺五 重 塔 の 鎌 が 鼠 に

ま つ わ る も の で あ れ ば
, 多 く の 嫌 が 諏 訪 神と の 関

わ り が 強 い 中 で , 距 田 神 と の 関 わ り も無 視 で き な

く な る
｡

和 歌山 県北 部 を 紀 ノ 川 が 東 西 に 流 れ る (図19) 0

伊 都郡 か つ ら ぎ 町兄 井 に
, 鎌八 幡 が あ る

｡ 紀 ノ 川

の/i二岸 に あ り
,

川 を 見 卜ろ す 比 高50 m は ど の 北 向

き の 緩 斜 面 ヒで あ る ｡ 隣接 し て 諏 訪神 社 が示巳 ら れ

て い る
｡ 打 ち込 ま れ た う ち1 木 が 大 き く , 地 上 4

r n 以 卜に あ る の は7 本 で あ る
o

と く にjii一作 の な い

細 身 oj 鎌 に は
, 小 さ く ｢ 雫 弘｣ の 緒 が 認 め られ る

( 岡2(〕) ｡

L L り/ L /
'
1- )

こ の 鎌 宮 は 二 谷 に 会 社 さ れ て い た が
,

lL
:

. 遷宮 で

･

I
j

-成 7 年 に 移 っ て き た と い う . 祭 り は ま た )
r l
L 井 の

60 軒 の 部 蕗 で 行 わ れ る
. 神 上 さ ん は 二

_
:

_ 谷 の 諏訪 神

什か ら 凍 る
｡ 祭 り の と き に , 木 に コ ン コ ン と 鎌 を

f ｣ーっ
o ,

.

l
l

,
-1 の 人 は 枯 れ た た め 別 の 木 で あ り , 鎌 も 苫

は 納 o) つ い た 大 き な も の で あ っ た
｡

ま た 祭 り の と

き に はB)I
-

- が 撒 か れ る と い う o

/J､
比 井 の 東 の 三 谷 に はj寸/i :

_
i西殿 神 社 が あ り

, 健御

r , JJ

-

6I) も′斥Ll ら れ て い る
｡

7 月15 F~] が 史 李人祭 で あ

る
｡ ま た

, 境 内 ｢ _ は 鎌 八 幡 宮 が あ り
,

こ こ に は

‡
､

圭
′
′

zi
■

l

'

ヶj
'

IJ
/ ′

命 が 祭 ら れ て い る ｡ 対岸 の幕J ノ 川イ描 の

､
妙 !il- に あ る八 人 神社 は

,
か つ て は - IH )Lf)j の 八 幡

の 森 で , 榊 が 御神 体 で あ っ た と い う ｡

兄 作, 三 谷 , 妙寺 に み ら れ る よ う に
,

こ の 地域

で は鎌 や 森 は 八 幡 に ま つ わ っ て い る
｡

榔 特に 諏訪

社 ･ 諏 訪 神 も隣接 し て お り , 関係 を 複雑 に し て い

る
｡

2 . 近 畿 の 風 寵 ･ 風 日 待 の 行事

滋賀 県 南 部の 山村 で は ,
一

. 百 卜l ほ た は
`

/[
T

[
▲

トロ に 関 連 し て 八 朔 に氏 神 の 杜 に 参寵 し
, 暴風 の



北陸に お ける風鎮祈願 に まつ わ る行事 とそ の 由来

図1 1 美浜周辺 の 風鏡行事の 行われる地域

福井県三 方郡美浜 町で は
, 耳川が 南東か ら北西に流れ る

.

嶺 南地方 で は南側 に 山地 を控 え
,

南北に 伸び る低地 に 沿 っ て

南の 強風が 吹きやす い
｡

こ の 平野部東側 の 山麓に神社が 続く
｡

園1 5 海岸付近 に紀られる風大神

福井県 三方郡 美浜 町 笹 田 の 風宮神社.
レイ ン ボ

ー

ライ ン の 入 口 か ら 10 0 m くら い 先の 左 手
, 高度

1 0 0 m 程 の と こ ろ に鎮座する
｡ 鳥居に風宮 の 社標の

入 っ た窟 額が 掲げ られ, 地元 で は 風宮さん と呼ば

れて い る｡

-

9
-

園 1 2 三 方都美浜町南市付近

美 浜 町市街地 の 南方 で
, 耳川 の 扇状 地 の 扇端

寄り で ある｡ 前方 に耳川 の 開 口部 をの ぞ む
｡

園 1 3 神社で の 風祈能の 奉納

福 井県三 方郡 美浜 町 宮代 の 爾々 神 社｡ 若州薄相

続倉座 の 人達に より , 能の 一

人 扇, さら に半能 の

高砂, 仕舞 の 百高や, 胡蝶, 金札, 猛 猛 の 能が 演

じられる｡

園 川 強風地域 で の 石 神

福井 県三 方郡美 浜 町 野 口 の 集 落南方 の
,

高度

50 m ほ どの 愛宕 山頂上 に
,

二 つ の 石 碑が 煎られ て

い る｡
左 側 の 石 碑 に は ｢ 風天 大権現｣ と彫 られ ,

右 の 石 碑 の 銘 は不 明で ある
｡

こ の 風 天 さん の 葬 り

に は
, 部落 2 軒づ つ が交代で 3 回参 る.



園 1 6 鎌の 紋をつ けた提灯

園 17 奈良盆地周辺の 風鎮行事 の 行われる地域 滋賀県蒲生郡安土町東 老蘇 の 奥石神辛L 鎌

風鎮行事 は
, 奈 良盆地の 東に ある 山地 の 宇 陀郡室生 札 山辺 郡

宮さん と よばれ て お り･ 神 楽殿 の 提灯や後方

都祁 札 山辺 郡 山添村な どで 多くみ られ る
｡ 国土地理 院 の 数値地

の 本殿 の 幕に も･ 鎌 の 紋が描 かれて い る
o
図 1

図2 5 0 m メ ッ シ ュ 傭 高) よ り ,
E S R I 社 の A , c V i e w G I S で 作成.

参 風

園 柑 五 重塔の 九輪に つ けられた鎌

奈 良県生 駒郡斑鳩 町 の 法隆寺｡ 稲刈 り用 の 鎌 よ

り 大型 の もの が
, 初 重よ り屋根 の 四 隅の 方 向に斥

けて取 り付 けられ て い る｡

図 19 紀 ノ 川 沿 い に み られる鎌祭り行事の 地域

和歌 山県伊都郡周辺
｡ す ぐ南方は 高野山で , そ の 上 り 口付近 ｡

図2 0 紀 ノ 川 沿 い で の 鎌

和 歌山県伊都 郡か つ らぎ町兄 井 の 鎌八 幡宮｡ 幹 に

鎌 の 刃 先か ら直角に 打ちこ ま れて い る｡ 境 内に ある

木 の 幹 の 1 . 5 m
- 5 m の と ころ に

, 北 向き の 谷 側を 中

心 に して 34 本が数 えられるo

図2 1 内陸地域 の 強風の被害

奈 良県宇陀郡室生 村室生 の 室生寺
｡ 斜面上 部の やや低

ま っ た と こ ろ に続 い て 境内 の 平坦 地が あり,
こ こ を強風

が 吹き抜 けた 際 に杉 の 巨木が 倒れ か か っ て 五 重塔が被害

を受 けた
｡

-

1 0
-



北 陸に お け る風鎮祈願 に ま つ わ る行事 と その 由来

/)
. さ こ t , り

害 を 免れ る よ う 祈 る｡ 風 寵 と よ ば れ , 旧 8 月 前半

の 農 閑 の 休 日 を 意 味 す る (柳 田 国 男 ,
1 9 3 4 ) ｡ 同

様 の 風鎮 行 事 は
, 奈良 盆 地 周辺 な ど で も 多数 み ら

れ る (図17 , 表 2 ) ｡
こ う し た 宮 に 繁 り 風 鎮 を 祈

願す る の は 氏子 の 人 達で あ り , そ の 規模 は 小 さ い
｡

ま た 僧 侶が 嘉行 し た り ,

一 同 で 経文 を と な え た り

し, 神仏 な ら び に 修 験 が 関 わ る 様相 が み ら れ る
｡

北 陸 の 強 風地 域 は沿 岸 平野 で あ っ た が
,

近 畿地

方 中央 の 盆 地部 や 山 間部 で も , 強風 に よ る 被 害 は

変 わ ら な い
｡ 奈良 盆地 の 東 方 の 室生 村 に あ る 室生

寺の 五 重塔 は先 の 台風 に よ り被 害 を受 け た (図21) ｡

現在 は 修 復 さ れ て い る が
, 倒 木 の 巨大 な 根 株 が い

く つ も 残 さ れ て い る
｡

そ の 南 西側 は 断 崖 に な っ て

い る｡ 断 崖 F か ら 見 る と 谷 底 は や や 広 ま っ て お り ,

川 が 曲 流 し て
一

番奥 ま っ た 斜 面 の 上 方 を 吹 き 抜 け

て
, 杉 の 巨木 を 倒 し , ,さ ら に 五 重 塔 に 倒 れ か か っ

た よ う で あ る ｡

3 . 龍 田 大 社 の 風 鎮祭

龍 田 大社 の 風鎮 祭 は 大宝 令 に 出 て い る最 古 の 祭

り の 一

つ で あ る ｡ 明治 初年 に 風神 祭 か ら現 在 の 名

に 改 め ら れ
,

4 月 4 日 と 7 月 4 日 の 祭 日 の う ち 前

表2 奈良盆地 周辺の 風鎮行事

地 名 行 事 内 容 出典

旧人和高市郡
二 百五 日に 風 日待

町 ご とに 当番 の 家 が 早朝か ら竹薮で 竹 を 切り, 門先 に作 つ た 簡 単な 拝所 の 四 方

EZ]
を竹 で 飾り, 中央に 長 さ 3 尺, 幅 1 尺 ほ どで

, 多く は ｢ 天照大神｣ と書か れ た

八木町
*

1 掛 け軸 を掛 け る ○ そ の 前に 野の も の 山の も の等 を供え る
○

大提灯 を 2 個 4 個 6

個 と両側 に 出し, 夜 は火を慧占すo

旧磯城 郡柳本 8 月2 2 日 に 伊射 奈 風鎮 祭の 祭典後 に , 大字 の 肝煎が 榊 の 幣を町 の 中央お よ び四 郎 こ 一

本づ つ 立 て
2 )

町大字柳本
* 2 岐神 社で 風鎮祭 る

o

旧磯城 郡柳本 8 月2 0 日 に 水 口 神 午後4 暗か ら風鎮祭 を し, 午後 5 暗か ら子 供達れ で 境内 の 菰 や 廷に 座り
,

か が り
2 )

町大字渋谷
*

2 社 で 風鎮祭 火の 下 で弁 当を開い て 午後 9 時半頃ま で お 寵り をす る
o

天理市小田Lf1
, 9

-

月 1 日 に 神社 で 風 の 平 安を祈 つ て , 夕 に本 殿に 家 ご と の 提火~r を吊 る し
, 境 内 に延 を敷 き弁 当を

H
指柳 寵 り E> らい て語 りをす る o

天理市 福住南

田

8 月2 0 日 に 鼠 の 祈

祷
宮で こ う り とりを し , 午後 は 寺で ひ お くりを す る

o
3 )

奈良 市田原 目
天満神社で 祈願

神殿 と拝殿の 間 に 榊を 立 て , そ の 周 囲を笹 をも つ て
,

デ ン デ コ デ ン と い い な が
4 )

f r F t-国 ら回 り , 風難を押 さえ る祈願 を込 め る ○

宇 陀郡室生村
8 月 1 日 に 海 神杜

で お こ り と り
,

風

午 前4 時頃か ら鳥居前 の 宮 川の 水 を手桶 に 2 杯 汲む
○ 葉 が33 枚 つ い た 榊 の 枝 を

5 )
こ の 桶 で 洗い

,
1 00 m 離 れた拝 殿前で 祈願 を して 葉を 1 枚 置く○ 戻 つ て葉 を洗 い

大野 再 び 参拝 し
, 計33 回線 り 返す

○
そ の 後風鎮 祭が 斎行 さ れ た 後 , 枝は 持 ち帰 られ

て
, 田に 差 し立て ら れる

○

山辺郡部 祁村 8 月 - 9 月 に 宮 で
【

けか け寵り ( 田 植終 り) ,

一

夜篭り ( 風の 祈 祷) ,
8 月30 日

- 9 月 1 日 に 二 夜三
い

白石 寵 り(風 の 祈祷) H の 寵り ,
9 月1 2 日 の か い と寵りが 行わ れ る ○

lL f辺郡 山添 村
8 月18 日 に氏 神 で

風 の 祈 祷 ,
9 月1

臼 に 目 おく り

1 戸か ら 1 人が 氏神 に参拝 す る
o

そ の 後拝殿前 に10 m 間隔 で5 0 c m ほ ど の 榊を 2

6 )
本立て

, 左側の 榊 の 回り を神主 を 先頭 に参 拝者全 員が ｢
一

万度 ワ- イ｣ と唱え

切幡 な が ら数十 度回り , 続 い て 右側 を回 る
o

そ の 後 , 御 神酒 と御 供え を い た だ く○

目おく り に は 1 F
IJ か ら 1 人が 出て

, 早朝 か ら 1 日 ｢~FT 参寵所 に寵 る .

山辺郡【1_ー添村

岩屋

8 月2 8 日 に 八柱 神 村 の お年 寄り を導 師に
,

大ll 削_
｣ 開祖 の行 者勧進経 を唱え る o 賢~F 二 人は 柑酒 2

い祉 で 二 百十 日厄 除 本 と 出 し豆 , 清酒 や パ ン の お 供え を 出し , ま た堂 下の 賄 に よ る煮 し め で 参加者

祈願 は接待 を受 け る
o

LLJ 辺郡LLJ 藤村

春 日

8 月2 1 巨= こ風 雨帽

和の 祈祷

区長 の 主催 で大 人 (60 歳以 ヒ) が 参列 し , 大字安 全, 風雨 帽和, 克穀 豊穣が 祈

い

願 さ れ る
○

l-_
座 か ら榊 の 枝 が 渡 され

,
葉を

一

枚 ず つ 取 り半 分に 破り , 身体を清

め て 後に 捨て 次 の 者 に回 す
o

そ の 後 神官の 導 師で 般若心経 を10 回唱和 す る o 青

竹 を 半分 に割り 内側 に 半紙 を 貼り , 住僧 に より ｢ 奉読言馴染若 JL ､経大字 中安全風

雨順和 五穀 硯就祈牧｣ の 御符 を 7 つ 作り , 内6 個を各小字農道 の 要所 に 立て る o

山 辺蔀正i高村 8 月2 3 日 に 吉 備津 河 内川 の ほ と りで 石 を12 ケ 拾 つ て 洗 い 清 め て境 内に享泣ベ
, 12 ケ 月 の 無事平穏 と

い
下津 神社で 風 の 祈祷 豊年 満作を願 う

. 神事 の 後 直会が あり ,

､

t.
I

-. 日 の お罷 りをす る ○

山辺郡山添 村

中之T-E

9 月 1 日 に 八 幡神 各戸 1 人ず つ が 村の 鎮守 の 八幡神社 に 集ま り , お 破 い を受 け, 暴 風雨の 平穏 無

い経 で お 破 い や 暴風 事や 五穀豊 穣, 家内安 全や 区民 の 益々 の 発展を祈願 する ○ そ の 後会所で 御 神酒

雨の 平穏無事祈願 と持参の ご馳走 をい た だく
○

止｣ 辺郡山添 村

勝原
8 月28 日 に祈願

各戸1 人がf+
I

.
て 参拝 の後 , 神主が 祭1二と なり大老の 年頭が 日輪( 太陽) さん に向か つ

いて 榊 の 菓 を12 0 枚 か ざ し
,

一

同で ｢ お が に や そ ばか｣ と唱 え る中 , 葉を1 枚 ず つ

清 とす○ お 宮で 大日如来様 に 光明真言 を唱 え
, 御神 酒や 赤飯 をい た だく○

山辺郡山添 村 8 月18 日 に 風害 を 男子老人全員 が 神社 に 集い
, 家屋や 耕地, 農作物が 風害 を受 けぬ よ う祈祷す る o

い
二 ケ 裕

･

受けぬ よ う 祈祷 神事 の 後御 神酒 と粗 肴をい た だ く○

*

1 橿原市,

*

2 天 矧市, 1 ) 島本
-

( 1 93 3) ,
2 ) 辻本好孝 (194 4) ,

3 ) 奈良 県史編集委員会 ( 198 6) ,

4 ) しtl 丙 貢 ･ 卜井 実 ( 196 7) , 5 ) 奈良 県祭礼研究会 (19 9 2) ,
6 ) 山添何年 中行事編集委員会 ( 199 3)

-- l l----･･



者 は 例 祭 と さ れ
,

7 月 の み を 風 鎮 祭 と し て 7 月 第
(土 / 1

/
: ∫ L 上

1 日 曜 ま で の 7 日 間 行 わ れ る｡ ま た
, 半 夏生 と も

呼 ば れ る o 風神 を示巳る 本 社 で あ る龍 田 大社 で の
,

現 在 の 風 鎮 行事 の 概要 を ま と め る と
,

以 下 の よ う

で あ る
｡

最 終 日 の 大 祭 は 午 前10 時30 分 か ら 始 ま る ｡ 天 和

柱 命 に は 盾 , 矛 , 祈 雨 あ る い ほ 止 雨 の た め の 絵馬

( 2 頭 の 馬 の 置物)
, 国御 柱 命 に は 養蚕 に 用 い る 木

製 の た た り ,
か せ ひ , 柄 , 絵 馬 が 供 え ら れ る

o 宮

司 の 祝 詞 奏上 に 続 き献 幣 使 (勅 使) の 祭 詞 が 奏上

さ れ る
｡ 続 い て 竜 田 神 楽 が , 三 郷 町 立野 字坂 根 に

あ る
_
iT^.女

の 坂 本 家 の 母 娘 に よ り , 舞 い 歌 わ れ る
｡

神 の 呼 び 出 し,
こ の や 乙女

,
すめ 神 ,

め づ ら L な
,

千 代 ま で
, 君が 代 , 郁 人 の]T[B で あ る が , 神前 の 舞,

別 の 舞 , 鈴 の 舞 と も い わ れ る
｡ 剣 舞 は 魔 を 切 る意

味 を 込 め て 2 本 の 小 刀で 空 を 切 る
｡

さ ら に 詩 舞,

柳 生新 陰涜 の 居 合が あ る
｡

I L 午 に 祭 典が 終 わ っ て 風神 太古支が 奉 納 さ れ る
o

さ ら に お 湯 焚 を し
, 告 い 楓 の 幣 が 奉 げ ら れ る

｡ 午

後 は 神賑 行事 が 行 わ れ , 伊 勢 太 神 楽講 杜 に よ る獅

子舞が 奉 納 さ れ る
｡ 後 に 河 内音 頭 の 盆踊 り が さ れ

,

風 神 花火 が あ げ ら れ る
｡

翌 日 に は御 幣 を 奉 じ て 御 座 峰 に rf り
, 御 座 峰 山

神 祭が 行 わ れ る
o 風 神 祭が 無 事斉行 さ れ た 報 葦 の

祭 り が あ り , 振 幣 さ れ た 後 に 軌 幣 がJ H-] l
-斤 に 1 年間

安 置 さ れ る ( 中 西 寛 ･ 土 井 実 ,
1 9 6 7 ; 奈良 新 聞

出版 セ ン タ ー

, 1 9 6 9 ; 岩 井 宏 賞,
1 9 72 ; 奈良 県 祭

礼研 究会 ,
1 99 2 ; 奈 良新 聞, 1 9 9 6) ｡

こ の よ う にfrlA] 社 に お け る 風鎮 祭 は
, 奈 良盆 地 東

方 のLh 地 で み ら れ る もの と は 異 な り , 多彩 な 奉納

芸能 を 伴 っ て い る
｡ 数 々 の 芸 能 は

, 個 々 の 風 鎮 祭

で も み ら れ た も の も 多 い が ,
こ こ で は そ う し た 要

素 が 多数集 合 し て い る
｡

Ⅴ 風鎮行事 の 由来の 検討

1 . 富 山の 風 の 神 と そ の 変 容

富 山県 に お い て
, 風祭 ･ 風 の 盆 と よ ば れ る 風鎮

行 事 が み ら れ る こ と は
, 前述 の と お り で あ る

｡ 風

の 神 は , 井 波風 , 神通 風 , 桐 谷 風 な ど の 風 の 強 い

地 域 で ｢ 九 万堂｣ ｢ 不 吹 堂｣ と い う 両 を た て て 肥

ら れ る
｡

フ カ ン ド ゥ 神 は風 の 吹 く 時 だ け , 所 定 の

位 置 に 降 り 立 っ て 遮 断 神 と な っ た が , や が て せ き

と め る べ き風 の 神 に 習 合 し た
｡ も と もと 富 山 で は ,

古 い 社 に お い て も所 伝 と 特 有 の 祭 把儀 礼 を 持 た な

い も の が 多 く
, 畿 内文 化 の 影 響, 古 代仏 教 の 影響,

さ ら に 石動 Ll｣ ･ 医 王Lh ･ 牛 森系 修 験道 の 習合 的 介

入 に よ る 変化 を 受 け た と み ら れ て い る ( 能坂 利雄,

1 9 7 4) ｡

と こ ろ で 富 山 で は
, 現 在 の 神 社 は, 神 明宮 ,

八

幡宮 , 諏訪 社 の よ う な特 定 の 名 社 に 簾 中 す る 傾 向

が み ら れ る ( 田 上善 夫 ,
2 0 0 0 b) ｡ そ れ ら の 中で 八

幡社 は , 国府 や 国分 寺, 東 大寺 荘 園 の 所 在地 な ど

に 多く , 婦 負 郡 婦 中町 で は , 中 世に 開 か れ て 多 く

の 武 士 の 割 拠 し た 地 域 に 勧 請 さ れ た よ う すが み ら

れ る
｡

つ ぎ に 神 明社 は, 江 戸 時 代 に 広 く 勧請 さ れ

て
, 新 開地 の 村 々 に 多 く 肥 られ るo

こ れ は , 古 く

は 伊 勢 神宮 の 奉 幣が 禁 じ ら れ た の に 対 し
, 中 世 に

は 宮 中 か ら の 奉献 が 薄 く な る 中 , 御 帥 と い う 下級

の 神 官 を 各 地 に 派遣 し て お札 を 配 っ た り 参宮 を よ

び か け て 伊 勢 信 仰 が 広 ま っ た こ と に よ る( 婦 中 町

史編 葛 委 員会 , 1 9 9 6)
｡

ま た
, 新 川 地方 と し て も,

八 幡 系 よ り 伊 勢 系 の 神 明社 が 多 い の は
,

氾 濫 に よ

り 開 墾 が 新 し い せ い も あ る( 能坂 利 雄,
1 9 7 4) 0

こ の よ う に 富 山の 自然 条件 に も と づ い て 開 発が

進 め ら れ て い くLt-r で
, 祈願 の 対 象 に 応 じ , ま た 時

代 背 景 に 応 じ た 講 神 が 勧請 さ れ て き た
｡ 風 神 も ま

たiL]Al様 の 影響 を 受 け た と 考 え ら れ る
｡

た だ し婦 中

剛~ で は 諏し-=JJ' 祉 は 神 通 川i 糾 ､ に 多 く
, 養 田 の 良 水 を

祈願 す る た め o) 川 水 の 神 と し て 勧 請 さ れ た こ と を

示 し て い る( 掛f [E[f[ 史編 纂 委 員会 ,
1 9 9 6) o

こ の よ

う に 中里f }
1

[

_
I-F5 で は

, 諏 訪 杜 は 風 よ り も 水の 神 と し て

捉 え られ て お り
, ll卜麓 に 多 い 不 吹

'
r11;

.: な ど の 神 と は,

や や 異 な っ て い る ｡

2
. 風 鎮 の 鎌 と諏 訪 信仰

前述 の よ う に
, 北陸 や 近 畿 で 風 鎮 に 関 し て 嫌 が

用 い ら れ る 例 が あ る ｡ 能登 以 外 で も富E h 娯 で は
,

強風 の と き に 鎌 を 什 ざ お に つ け て あ げ る 風習 が
,

朝 日 町 , 黒 部 市 , 滑 川市 な ど で み ら れ た
｡

こ う し

た 鎌 に 関 す る 風習 は
, 宮 城 県, 新潟 県, 群 馬県

,

神 奈 川 県, 山 梨県 , 静 岡県, 愛 知 県, 滋 賀県, 岡

山県 , 愛媛 県 , 宮 崎 県 な ど
, 全 国 各地 に み ら れ る

( 田 上 善 夫
,

2 0 0 0 b ) ｡ 既報 の も の に 若 干 補 足す る

- 12 -



北 陸 に お ける風 鎮祈願 に ま つ わ る 行事と そ の 由来

表 3 鎌を 用 い る風習

( 表 3 ) ｡

地 名 行 事 [
L

..f
J

,輿

秋杜-l 県仙 北 鎮守の 諏訪神経に祭
ー1
() の 日に木 で作 つ

2 )
郡六郷町 た鎌 を奉納 する

秋 田 県 仙 北

那人曲巨け

諏 訪社八月 有頭り で
, 行 列 の 先頭 に

2 )鎌 を持 つ て進 む
o 雷鳴 の 目 に軒 に 鎌

を立て る o

原町市
風 の 強い T.] ほ 錬 を芋 の 先 に つ けて 立

EZ]て
, 風足 を切 る

相 馬 巾岩- の 二 日十[---j に芋 の 先 に鎌 を つ け て高 く
い

千 吊 るす

福 島 県イi‖l

郡浅川町

二 什十l=

_
J の 嵐 除け に 集落 の ヒ下の 木

いに 風袋 ( 風 の 二 郎) 様 をか け
, 災 厄

を もた らす風を 鎌 で 切り払 う

福 井 県越 前 鎌 と ほ う きを√
二

∫
外に た て て

, 風切 り
3 )

町 , 高浜町 の ま じな い としノ た

飛騨

暴 風 を鎌 風 と い い
,
芦を閉 じて 窓 か

4 )ら鎌 を 山 して おく o 関 東 . 中部地方

で の カ マ イ 夕 チ と同様の 信仰o

飛 騨 の 高 根 道 後神礼 に
, 往 古奉納首れ た鎌 と鍬

2 )
村 卜ケ 南 が あ る

三旦
ーー.M

掠投Lj｣ 神社 で , 鎌を 納め る 2 )

人ーf)ji 囲珠庵
契沖 法師 の 墓 の 近 く の 鎌 八幡 で 鎌 を

2 )

〟.
垂木 に数 多く打 ち込 む

熊 本県佐敷 諏訪神社 で 神体は鎌 に 移り座す 2 )

1 ) 福日l ア ジ オ ･ 新谷1

1

t

'

]

'

j 紀 ･ 湯川 洋司 ･ 神汀は り 子 ･ LLl 込

陣~f- ･

渡遠欣:iFE ( 199 9) ,
2 ) 柳田 国男 (19 3 1) , 3 ) 福 井

新聞社 百科事典刊行委 員会編 (19 9 1) , 4 ) j 1
' L 堅 ( 198 3)

こ れ ら に は , 諏 訪神 社 が か か わ る こ と が 多 く
,

風鎮 に 鎌 が 使 用 さ れ る こ と の 主 た る 説 明 は , 諏訪

信 仰 に 求 め ら れ て い る
｡

た だ し 風 祭 り に 諏訪 信 仰

が 加 わ っ て 鎌 を 立 て る の は
, 江 戸 中期 以 降 と い わ

れ る ( 桐 原 健, 1 9 7 7)
｡

も と もと 諏 訪 神 社 の 薙 鎌

は 篭町 ま で は 祭 具 の - つ に 過 ぎ な か っ た が , 江 戸

時 代 に は鎌 が 神 幣 と さ れ
,

上社 の 神 輿 の 上 に 立 て

ら れ
,

~F 社か ら は 御 柱 の 前年 に 薙 嫌 が 遣 わ さ れ る

よ う に な る
｡

こ う し た 諏 訪 の 薙 鎌 の 起 源 は
, 古 代

の 鎌 で は な い
｡

一 方 , 前 述 の 法 隆 寺 で は
,

そ の 創 建 に 際 し て

｢ 鈷 鎌｣ が 使 わ れ た
. 開 墾 の た め の 柁 鎌 は , 弥 生

中 期以 降 に 現 れ
, 奈 良時 代 頃 ま で は 専 ら実 用 に 供

さ れ た
｡ 鎌 倉 時代 頃 か ら 開拓 神 と し て の 信仰 と 結

び っ い て 薙 鎌 と な っ た と 考 え ら れ て い る (藤 森 栄

一

,
1 9 6 2) .

そ の た め 両 者 の 鎌 は , 形 蟹 を 異 に し

て い る
｡

ま た
, 長 野 県 北 安曇 郡 ′ト谷 村 の 戸 土 ( 遠 戸) の

境 の 宮 で は
,

七年 に
一

度 鎌 が 打 ち 込 ま れ る
｡ 信 州

の 国境 の 確 認 と い わ れ る が
, 信 州以 外 で も 鎌 が 打

た れ た り
, 祭 り で 鎌 が 奉 納 さ れ て お り ( 表 3 ) ,

諏 訪明神 へ の 畏 敬 を 示 し て い る (柳 田 国 男,
1 9 3 1) ｡

同様 に し て 全 国各 地 で み ら れ る 鎌 は
, 諏 訪 と の 由

縁 を 示 す と 同時 に
,

そ の 風鎮 祈 願 と 深 く 結 び っ く

も の と 考 え ら れ る ｡

3 . 集 落 や 家 内 な ど で の 風 鎮 行 事

北陸 や 近畿 で は前 述 の よ う に
, 風 鎮 の た め の さ

ま ざ ま な 行事 が 行 わ れ
,

芸 能 の 奉 納 を 伴 う 場 合 も

み ら れ る ( 表 1
,

2 ) ｡
た だ し , 風 臼待 ち や 風 寵

り の よ う に
,

集 落 な ど で 行 わ れ る 小 規模 な も の も

多 い
｡

ま た そ の 他 の 地 方 で も
, 家 内 に お い て の 風 鎮 行

事 が 多 く み ら れ る ｡ 福 島県 の 原 町 市 で は,
二 百 十

日 を 荒 日 と い っ て 日待 ち を し
, 荒 日除 け に 豆 ( 小

豆) 御飯 を炊 く ｡ 相馬 市で も二 百十 日 は厄 日 で 赤

飯 を 炊 い た
｡ 相 馬郡 鹿 島 町 で は 荒 日 待 と い っ て

,

午 前 中 も ち米 五 合 を 持 ち寄 り
,

ま わ り 番 で 餅 を っ

き
, 山津 見神 社 の 掛 け 軸 を か け, 井 戸 で 口 を す す

ぎ, 手 を 洗 っ て か ら 荒 れ な い よ う に 拝 ん だ (福 田

ア ジ オ ･ 新 谷 尚紀 ･ 湯 川洋 司 ･ 神 田 よ り 子 ･ 中込

睦 子 ･ 渡達 欣雄 , 1 9 9 9) 0

こ の よ う に 風鎮 め は
, 北 陸 や 近 畿 に 限 ら ず 集 落

さ ら に 家 内 で 行 わ れ る も の が 多 い
｡

た だ し
,

こ う

し た 行事 の 逐
一

を知 る こ と は 困難 で あ る o

Ⅵ おわ り に

強風 は稲 作 を は じ め
, 日 々 の 暮 ら し に も 甚大 な

被 害 を も た ら す た め
, 各地 で 風鎮 め を 祈 願 す る 祭

が 行 わ れ る
｡

9 月 初 め の 二 百 十 日 を は じ め
, 4 月

や 7 月 に も 風 祭 が 行 わ れ て い る｡ こ れ ら の 多 く は

農 業 と 結 び っ い て お り , 田 植 え や 収 穫 の 時 期 に 先

立 っ もの で あ っ た
｡

ま た こ の ｢ 風｣ は
, 大 気現 象

の 風 を 示 す に と ど ま ら ず, 世界 あ る い は 境 界 を 示

し て お り , 風 祭 は 霊 的 な 存 在 を 介 し て 豊 作 を 予 祝

す る も の で あ っ た
｡

一

方 , 海 で 暮 らす 人 々 の 間 で は
, 風 の 神 へ の 信

仰 や 風 に ま つ わ る 地 名 は 少 な い と い わ れ る｡ 農 村

で は 台 風 は 災 害 を も た らす も の で あ る が
, 沿岸 で

の 漁 は
, 海 の 荒 れ を 忌避 す る だ け で な く , 適 切 な

風 向や 風速 を 必 要 と す る た め に
, 自 ず と 異 な る も

の と な っ た の で あ ろ う ｡
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農 村 の は か に
,

と り わ け奈 良 盆地 の 東 で み られ

る よ う な 山村 で は , 風祭 も き わ め て 多 様 で
, 個 々

に さ ま ざ ま な 内容 を 伴 っ て い る
｡

た と え ば
, 家 内

な ど で ,
ふ だ ん は 食 べ な い も の を 作 っ た り , 酒食

を と も に して 楽 し む ｡ も と も と は風 鎮 め の 行事 は
,

こ う し た 家 族 に よ り 家 内 で 行 わ れ る もの で あ っ た

よ う に 考 え られ る
｡

さ ら に 集 落 で の 行 事 と し て
, 風 鎮行 事 が 行 わ れ

る よ う に な る
｡ 北 陸 や 近 畿 で も, 風 の 祈 祷 や 風罷

り , 風 日 持 ち な どが 広 く 行 わ れ て い る ｡ ま た 鎌 打

ち 神事 も
, 集 落 の 人 達 を Ll ｣ 心 に し て

, 大 変 楽 し げ

に鎌 が 打 た れ る｡ 多く 目 に す る こ と が で き る の は ,

こ う し た 集 落 で の 共 同 祈願 の 行事 と し て の 風祭 で

あ る｡

比較 的 大 き な 神社 で は
,

そ こ で 読 行 さ れ る 風祭

に と も な っ て , さ ま ざ ま な 芸 能 が 奉 納 さ れ る｡ 富

山｣ を は じ め 福井 で も, 風 祭 に 能 や 詩 吟, 舞 な ど の

芸 能 が 奉 納 さ れ て い る ｡ 龍 田 大 社 で の 風祭 は そ う

し た も の の 中 で も き わ め て 多様 な 内容 を 含 む も の

の 一

つ と 考 え ら れ る ｡

家 内 に せ よ 大 社 で 行 わ れ る に せ よ
, 風鎮 の 祭 り

は 人 々 の 大 き な 楽 し み で あ っ た ｡ ま た 現在 は 必 ず

し も 行 わ れ て い な い が
,

か つ て は 各地 で 風 祭 に 集

ま っ た 多数 の 人 々 に よ り
,
｢ 盆踊 り｣ が 行 わ れ た ｡

お わ ら風 の 盆 も, 地域 の 不 吹堂 の 祭り に 由来 し て

お り
,

そ う し た 風 鎮行 事 の あ り 方 と 変容 に あ て は

ま る も の の 一

つ で あ ろ う ｡

各地 の 風 祭 に は
, 風 寵 り や 盆 踊 り な ど の 共通 の

特 色 が み ら れ る と と も に , 鎌 打 ち を は じ め と し た

特 異 な 神 事 が 伴 う 場 合 が 多 い
｡

た だ し
, 風 祭 に お

い て は , 多 く の 祭 り で 行 わ れ る 山鉾 巡行 や 神輿 渡

御 な ど の 行事 は み られ な い
｡

こ れ が 本来 風 祭 の 特

質 に 根 ざ す も の で あ る の か , そ れ と も地 域 的 な 特

性 で あ る の か
, 必 ず し も 明 ら か で な い

｡
さ ま ざ ま

な 行事 の 由来 と 変容 と と も に, 厩祭 そ の も の に つ

い て が
, 今 後 明 ら か に す べ き 課題 で あ る

｡
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奈 良 県 祭 礼 研 究 会 (1 99 2 ) : 祭礼 事 典 . 奈 良 県,

2 8 7 p .

奈 良 県 史 編 集 員 会 ( 19 8 6) : 奈 良 県 史 第1 2 巻 民 俗

( 上) . 名著 出版
,

5 5 恥

奈 良 新聞 ( 19 9 6) : 大 和 の 神 々
. 奈良 新 聞, 1 7 7 p .

奈 良 新聞 出版 セ ン タ
ー

( 1 9 6 9) : 大 和 の 年 中 行事 .

奈良新 聞 出版 セ ン タ
ー

, 4 5 2 p .

能 坂 利 雄 ( 19 7 4) : 祭示巳の 原像 . 漆 間 元三 ･ 清 原

為 芳編 『富 山 の 祭 り と 行 事』 巧 玄 出版 , 2 4 7-

2 5 4
.

早 川 孝 太 郎 (1 9 3 8) : わ た く し 雨 ･ わ た く し風 .

旅 と 伝説 ,
l l(l l ) ,

1- 8
.

福 井 県 神 社 庁 ( 19 9 4) : 福 井 県神 社 誌 . 福 井 県 神

社 庁,
8 9 8 p .

福 井 市 ( 19 8 8 ) : 福 井 市 史 資料 編13 民 俗 . 福 井

市 ,
9 0 2 p .

福 井 新 聞 社 百 科 事 典 刊 行委 員会 編 ( 19 9 1) : 福 井

県大 百科 事 典. 字白井 新 聞社,
1 1 6 7 p .

福 田 ア ジ オ ･ 新 谷 尚紀 ･ 湯川 洋 司 ･ 神 田 よ り 子 ･

中込 睦 子 ･ 渡 遺 欣 雄 (19 9 9) : 円 本 民 俗 大 辞

典 上 . 吉川 弘 文館 ,
1 0 0 恥

藤 森 栄 一 (1 9 6 2) : 薙 鎌考 - 諏 訪 神 社 の 考 古 学 的

研究( 五) - . 信濃 , 1 4 (l l ) , 7 3 2- 7 4 3 . ( 再掲

198 6 藤森 栄 一 全集 第14 巻24 6 p , 学 生 社)

婦 中町 史編 纂 委 員会 (1 9 9 6) : 婦 中町 史 ,
通 史 編.

1 2 8 8 p .

三 方 町 史編 集 委 員会 (1 9 9 0) : 三 方 町史 . 三 方 町,

1 2 9 0 p .

三 隅治 雄 (1 9 8 9) : 越 中 お わ ら 風 の 盆 . 瀬 戸 内 寂

聴 ･ 藤 井 正 雄 ･ 宮 田 登 ｢ 仏教 行事 歳 時 記 9 月

放生｣ 第
一

法 規 出版
,

7 3- 8 5 .

美 浜 町教 育 委 員 会 ( 19 9 0) : 美 浜 の 民 謡 ･ わ ら べ

歌一美 浜 町 の 民 謡 ･ わ ら べ 歌 採 訪記 録 . 美 浜

町教 育委 員 会,
9 3 p .

柳 田 国男 (19 3 4) : 年 中行 事 調 査 標 目( 九) . 旅 と

伝説 , 7 (1) ,
4 5- 6 0 .

柳 田 国 男 (19 7 0) : 御 頭 の 木 . 『定 本柳 田 国 男集 第

二 十 二 巻』 筑摩 書 房 ,
2 4 2- 2 6 1

, ( 初 出19 3 1敏Fi

土 1 (3))

山添 村 年 中 行 事 編 集 員 会 ( 19 9 3) : 年 中 行 事. 山

添村 ,
4 1 5 p .

吉野 裕 子 ( 19 8 7) : 持 統 天 皇 - 日 本 古 代 天 皇 の 呪

術一. 人 文書 院 ,
2 2 0 p .

- 1 5 -




