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富山県周辺 に おける風祭と風鎌に つ い て
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Ⅰ は じめ に

｢ 風祭｣ の 名 は, すで に 日本書紀中の7 世紀 の 天武朝 に み

え る｡ 万葉集に も, ｢ 峯の 上 の 桜の 花は滝 の 瀬 ゆ落ち て 流 る

君 が見む, その 日ま で に は山お ろ しの 風な吹 きそ と う ち越え

て , 名 に 負 へ る杜 に 風祭せ な (巻 9 高橋虫麻呂)｣ と あ る｡

近代 に お い て も, 田 口 龍雄 (1 9 41) の 著書 『風祭』 の 冒頭 に
,

ふ か ん ど う

田 口克敏 の 調査 した富山の 風神堂 (不吹窒) と そ の 祭り が と

りあ げられ て い る｡ お わ ら古謡 に も ｢ 二 百十 日 に 風さ へ 吹か

に ゃ 早稲の 米食 っ て お わ ら踊り ます｣ と唄わ れ
, 風と祭り の

つ なが り は深 い ｡

富山の 井波風 岡山の 広戸風や愛媛の やま じ風の よ う な局

地的 に強風の 吹く地域 に は風の 宮が み られ
,

そ こ で 風の 祭紀

が行 わ れ て い る ( 田上善夫
,
2 00 0) ｡ 風祭 は雨乞 な どと 同様

天候 に深く 関わ り, 風神祭あ るい は風鎮祭 な どと して
, 風の

災厄を免 れ豊作 とな る よう に 祈願 され る｡

局地的強風地域で 鏡風祈願が 行われ る 一

方 で
, 風祭の 行わ

れ て い る地域 に お い て 強風が吹き やすい と い う わ けで はな い｡

風宮 はさ ら に , 昭和4 7 年の 神社明細帳 で は
, 静岡3 4

, 愛知

3 1
, 岐阜2 2

,
三重1 0 , 滋賀1 9 , 福井1 8 , 富山9

, 群馬52 が数

え られ る と い う (関口 武
,
1 98 5) ｡ 全国各地 に 伝わ る さ ま ざ

ま な風宮や 風祭 は
, 静岡県で はそ の 東部 に 多く (吉野正敏

,

1 99 9) ,
日本海西部 の 島峡部 に もみ られ (谷治正孝

,
1 99 9) ,

分布は強風地域と必ず しも対応 し ない ｡

風祭 はま た
, 祭把 の 形態が さ ま ざま で ある｡ 風祭は

, 社両

を持 た なく て も集落 の 行事 と して 行わ れ て い る｡ 古来, 風鎮

め な どは農耕 に 普遍的な祈願 で あ れば
, 各地で 自然発生的 に

行わ れ う る｡ しか し, 社会的な背景の も と で 風祭 の 行わ れる

地 に 祭神を 比定 し社両 をおく こ と に より, 風祭は変容 して さ

ま ざま な形態を とる こ と に な る｡ そ れ が地域の 基層文化 に 即

し て い れ ば, さ ま ぎま な形態が 受容 され やす い｡ す なわ ち風

土性 に根 ざ した変容が想定さ れ る｡

こ こ で はま ず富山県と その 周辺 に お い て
, 現在行わ れ て い

る風祭に つ い て , 杜嗣や祭神, 他の 祭 りと の 関係や地域の 特

色 に つ い て
, 現地調査を行う｡ さ らに 局地的強風地域 で も

,

風の 宮の 風祭と は別 に
, 強風の とき に は風切鎌や鎌立 な どに

よる鎮風の 祈願が伝え られ て い る｡ こう した習俗をも含め て
,

さ ま ざま な風の 祭示巳の 実例 を明らか にす る｡

続 い て 風祭 の 名称 や分布お よび その 祭 日 に つ い て の 特色を

明 らか に する｡ 全国で 行われ て い る祭りが ｢平成祭デ ー タ｣

に ま と められ て い る ( 全国神社祭紀祭礼総合調査本庁委員会,

1 9 95) ｡
こ れ に は, 神社や祭神 な どの 基礎資料 の は か

, 延 べ

30 4
,
9 66 件 の 祭 り が収録 さ れ て い る ( 神社本庁教学研究軌

1 9 96) ｡
こ の 調査 は平成3 年以 降 に 実施さ れ て い る た め

, 最

近 まで 伝 わる風祭 に つ い て 知 る こ とが で き る｡

風祭は古代に お い て 記さ れ て い て も,
そ の 初期 の 姿は推定

の 域を で な い
｡ さ らに 風祭 に限 らず, 寺社 は 神仏習合や分離,

ま た合把 な どの さ まざ ま な外的要因に よ っ て も変容を して き
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た｡ 近世お よ び近代 に お い て 得られ る資料 に も とづ い て
,

そ

の 変容 の 実態に つ い て 明らか に す る｡ さ ら に富山県周辺の 風

祭 に つ い て
,
全国の もの と の 関連 に お い て 検討 を加え

, 風祭

の 由来や 成立 の 背景 に つ い て の 解明を試 みる｡

Ⅱ 富山県周辺 にみ られる風の 祭而巳

1 . 山麓付近 で の風祭と不 吹堂

多く の 風の 神 は
,

田や畑,
ま た夏の 暑 い と こ ろに 肥 られ る

とい われ る｡ 風祭は農耕神事の 性格が あり
,

その た めさ ま ざ

ま な風祭 は土地 の 特色と結 び っ く もの と考 え られ る (図1 ) 0

富山県で は砺波平野南部を はじ めと して 各地に 不吹堂が あ り,

近世 よ りそ れ ぞれ の 地域の 行事 と して 風祭が行わ れ て き た実

態が 明らか に され て い る( 大捕瑞代,
2 00 0) ｡ とり わ け城端町

是安の 風宮不吹堂 で の 風祭 は
, 寛文二 (16 62) 年 の 創建 の 頃

か ら続く 盛大 なもの で あ っ た｡ 藩政時代 に は風祭の とき に 賭

博が開帳さ れ た こ とか ら ｢ 不吹堂 の 賭博祭｣ と もい われ た｡

ま た 7 月15 日を ｢ 不吹堂｣ 盆と称 して
, 農家で は野良仕事 を

休ん で 祭り を し た(富山新聞社 ,
19 86) ｡ さ ら に 高岡市戸出の

字正 園野 に ある川上 の 風の 宮 で は
, 享保三 (1 71 8) 年 の 二 百

十日 に あ た る八月 二 十 二 日 に
, 砺波郡の4 組 に よ り大風厄除

けの 風鎮祭が 行わ れ
, 湯の 花と 各組 2 升 の 酒が 供え られ た

と い う (平凡社地方資料 セ ン タ ー

,
1 99 4) ｡

風祭 は こ う した不吹堂以外で も行われ る｡ 平成祭り デ
ー

タ

に よ る と
, 氷見市長坂の 長坂神社 で 8 月3 1 日 に 風神祭が 行

さ ん きょ

わ れ る｡ 福野町三清 の 天満宮 で は
,

6 月15 日に 風祭が行 われ

る｡ こ の 天満宮 の 本社 に は菅原道真 を示巳り, 境内の 神明宮 に
と よ う け の か み

は豊宇気神が示巳られ る｡ 氏子総代の 方 に よ ると, 風祭は氏子

90 戸の こ の 部落の 祭り で あ り, 区長 や 営農組合長 が 出席す

る｡ 風祭 の と き に は
, 高瀬神社よ り神主 が迎え られ る｡

ま た新川 に お い て も, 不吹堂と想定さ れ る もの を 含めて
,

に れは ら

さま ざ ま な不吹堂が み られ る｡ 神通川河岸の 細入村檎原か ら

山腹 を1 00 m 余り登 る と小さ な平坦面と な り, そ こ に割山の

集落が あ る｡ 標高2 80 m 付近の 山際に 八 幡宮が 東面 して 建 っ
｡

その 境内南側 に あ る小さ な番神堂 の 中 に は, 雛壇の よう に 5

段 6 列 に 三十番神が並 ぶ ｡ 三十番神 は, 延久五 年(1 07 3) に

僧良正 に よ っ て 選定 され た
, 法華経を護持す る ため に勧請さ

れ た神々 で
,

1 ヶ 月 の30 日 を 日々 交替 し (長野県立歴史館,

1 9 98) , そ の 中に は風の 神 で ある諏訪明神 も含まれ て い る｡

番神堂内に 掲げられ た表額 の 裏面 に は
,
｢ 三 十番神/ 婦寒野

/ 青雲生謹毒｣ と書か れ て い る｡ 細入村 で も上行寺で は 8

月30 日 に 風 お さ え の 祈祷が 行わ れ て お り
, 表額裏の ｢ 婦寒

野｣ は不吹堂の 靴 り で はな い か と考え ら れ て い る ( 細入村史

編纂委員会
,
19 8 7) ｡

前述 の 城端町是安 の 風宮不吹堂で は
,

そ の 祭の とき に は境

内の 入 り口 に ｢ 風の 盆｣ と掲げられ る｡ 八尾町の ｢ お わ ら風

の 盆｣ は
, 9 月 1 - 3 日 に催 され る行事で あ る｡ 元禄年間に

臨時の 祝事と して 行 っ た め ぐり盆が始 まり と い わ れ
, 後 に 旧

暦七月 の孟蘭盆と なり, 近代に入 っ て 二 百十日 の風祭盆と な っ

お お な が た に

たと い う｡ ま た, 風 の 盆を八尾町大長谷で は ｢ フ カ ン ドノ マ

ツ リ｣ とい う(太 田栄太郎,
19 74) ｡

前述の よ う に , 是安で は ｢風宮｣ と ｢ 不吹堂｣ と は併記さ

れ, そ の 近 く の 蓑谷 に お い て も ｢不吹堂｣ は ｢ 風の 宮｣ と い

わ れ る ( 田 口 克敏,
1 96 7) ｡ ま た是安 の ｢風祭｣ に は, ｢風 の

盆｣ と掲げられ る｡
こ の 風宮 と風祭は神式 の 呼称 で あ り, 不

吹堂 と風の 盆 は仏式の 呼称で ある｡ 紀宝あ る い は社殿で 行わ

図 1 主要 な調査対象地域

富山県周辺 で 風祭 の 現地調査 を実施 した 範囲を 示す
｡ 市町村別 の 風祭 の 行 わ れ て い

る 数 ( 円) と
, 鎌打 な どの 行事が 伝 え られ て い る地点(四 角) の 分布 に は

,
主 と し て 山

麓 部に 集中す る傾向が み られ る｡
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れ る こと に より祭示巳の 様式 は異 なり, 同様
さ い こう

に斎行 に神官あ る い は僧侶が あた る こ と に

よ っ て も様式は大き く異な る｡ しか し, 社

両名や 祭名が 神仏両用 で 併記 さ れ た り,

｢ 風祭盆｣ ,
｢ 不吹堂 の 祭｣ な どの 呼称 もあ

る こ と
,

さ らに 風宮 も不吹望もなく て も風

祭や風 の 盆の 行事 が あ る こ とか ら,
これ ら

は本来 の 風の 祭把 に つ い て の
, 地域に よ る

表現の 差異 を示すもの と考え られ る｡

2 . 風祭と山祭な どと の かかわ り
さ ん き ょ

前述の 福野町三 清の 天満宮 に 隣接する同
もり 蓋よ

町森清の 神明宮 は
,

き きと り に よ る と共通

の 神主の 持宮で ある が
,

こ こ で は風祭が 行

われ て い な い｡ 境内の 裏手 に 小さ なお宮が

あ るが
, 不要 の もの を納め て おく ため の も

の で 不吹堂で は な い と い う｡ 風祭は井 口 村

赤祖父の 不吹堂ま で 出向い て 行なわ れて い

る｡ 部落か ら
一

人づ っ 役員が 行き, 城国寺

の 御札 を も ら っ て 帰 る｡ こ こ で は 7 月 に

虫盆の 祭り が村全体 で お こ なわ れる｡ 平成

祭 り デ ー タ で は こ の 森清の 神明宮 で は
,



富 山県周辺に お け る風祭 と風鎌 に つ い て

1 月18 日 に 風祭が収録さ れて い る が , 風祭 で はなく 火伏せ ･

火祭 りで あ ると い う｡

風 の 祭把 に はさ ま ざま な呼称が あ り, ま た風祭と その 他 の

祭りが 兼ね られ 同時 に行 われ る こ と が ある｡ 平成祭 り デ ー タ
さ ん ご う E ん E や

で は , 砺波市三 合大島の 三 合神社 で の 2 月15 日 の 風祭 が収

録さ れて い るが ,

一

般に 風祭の 行わ れ る夏季 か ら大 きく 外れ

て い る ｡ 富山県 で は火祭 り は多くの 場合2 月 あ る い は 3 月

に 行わ れ, そ の 総数 は74 6 に の ぼ る｡ 森滝の 神明宮同様に
,

局地的強風地域の 周辺で は
, 類似す る主要な祭り の 中に 風祭

が 包摂さ れ て い く可能性 も ある｡

ま た富山県内で も砺波や上新川 な どの 山麓部 と は異 な り,

下新川 の 黒部川流域 の 山麓部で は不吹堂が み られ な い ｡ た だ
い す る ぎひ こ し ゃ あ け ぴ

し宇奈月町中 ノ ロ の 石動彦社や 明日の 八 幡社 な ど に は
, 境内

げ ぶ ぜ

入り 口 に
一

対の 立石が据 え られ, 大沢野町下伏 の 不吹堂な ど

と共通 の 特色が み られ る｡ ま た入善町で は
, 風 の 盆が行わ れ

る｡

む し ろ特徴的 で あ る の は,
こ の 地域 で は 山祭が 行われ る こ

と で あ る｡ 山祭 は平成祭り デ
ー

タ に よ る と
, 朝日 町3

, 宇奈

月町4
,

黒部市 1 が あり, 富山県内の 総数1 6 の う ち半分を 占

める｡ 宇奈月町愛本 より上流側の 内山八幡宮, 吉沢八幡社,

栗虫八 幡杜 な どで の き き と り で は
, 山祭 は 2 月 あ る い は 3

月 に 行な われ る｡ お よそ そ の 1 ヶ 月後 に は火祭が 行わ れ る｡

山祭で は部落 の 人た ち全員が 集ま っ て
,

お酒と鰻頑な どが 供

え られ る｡ 祭 りの 後で
, 男 は2 5 ･ 4 2 ･ 6 1 歳 , 女 は3 3 歳と 場

合 に よ り6 1 歳 の 厄払 い の お破 い を する｡ こ の 地域 で は か っ

て 炭焼きの 人た ちや猟師の 人たちが 山に 入り,
そ こ で 草を刈 っ

て 山を焼 い て 薙 を し
, 小豆, 莱, 秦, 蕎麦 大根, 蕪な どを

作 っ て い た｡ こ う した 山に入 る人達 の 祭りが 山祭 で ある｡ す

な わ ち
, 黒部川周辺で 砺波や上新川と祭りが 異な る の は

, 山

間部 と平野部の かか わ り方の 差異も
一

因と考え られ る｡

3 . 平野部で の 風祭と鎮風 の 習俗

平成祭り デ
ー タ に よ れ ば, 石川県で は風祭が 海岸部 に も み

られ る (図1) ｡ 松任市で は 7 社で 風祭が行 なわ れ て お り,
そ

れ らは 中L ､市街地か ら北西の 海岸部 に か けて 集中して い る｡

え び す

相川町の 蛭子神社, 相川新町の 蛭子神社 の は か
, 安田春 日神

社, 平木諏訪神社, 徳光八坂神社, 竹松住吉神社, 郷宮白山

神社 の よ う に さ ま ざ ま な 神社 に わ た っ て い る｡ 祭神も
,

た け み な か た の か み こ と しろ ぬ しの み こ と くく り ひ めの み こ と

健御名方神, 事代主命 , 菊理姫命 , 応神天皇が それ ぞ れ 2

社で 祭 られ る は か は
,
多岐に わ たる｡

た だ し風祭 の 行わ れ る の は, 8 月12 日が 3 社, 翌13 日が 4

社と こ の 2 日間 に 限 られ る｡ こ れ ら の 神社 の う ち蛭子神社

は明治初年に
,

安 田春 日神社 は明治5 年 に
, 徳光八 坂神社

は明治4 1 年 に
, 新 た な神 を勧請 し た り周囲の 神社 と 合社 し

て い る｡ そ れ らの 影響 は不明で あ るが
,

さ ま ざま な神社や 祭

神に わ た っ て
,

は ぼ同 じ日 に お い て 風祭が 行われ る こ と
,

ま

たそ れが加賀 で も松任 に集中 して い る こ とか ら, 地域 の 風の

祭把と して の 共通性 がう かが わ れ る｡
これ らの 神社分布域に

局地的に 強風が 吹く可能性 は不明で あ るが , 風祭が 山麓部に

限 らず海岸部 で も普遍的 に行わ れ る こ と を示 して い る｡

と こ ろ で 日 の 定ま っ た風祭の は か に
, 折 々 の 強風時に は鎌

が用い ら れ る こ とが あ る｡ 氷見市 で は
,

8 月2 7 日を御諏訪ま

っ り, 鎌 ま つ り と い っ て
, 風 の 盆と して 踊 ると こ ろ もあ る

(友尾 豊,
1 99 8) ｡ ま た新湊市海老江の 場合, 草刈鎌 を長 い

竹竿に 取 り付け
,

風の 方向 に 刃先 を向 けて
, 手を たた き なが

ら
,
｢ ホ

-

,
ホ

-

｣ と大声を あ げて 家 の 回 りを ま わ る と, 風

が衰 え ると さ れ て い た (新湊市教育委員会
,

19 83) ｡ こ の よ

う に
, 草刈鎌を竹竿の 先 に つ けて 風 に 刃先 を向 け, 手を う っ

て ホ ウ ホ ウ と唱え る風習 は, 朝日, 魚津, 滑川
,

富山, 新湊,

呉羽, 小杉 の 農村 で もみ られ た (富山県,
1 9 73) 0

さ らに 近世末の 婦中町で は
t
鎌 を神木に 打 ち込 む神事が行

こ う こ う せ ん だ っ ろ く

わ れ て い た こ と が
, 文化十 二年 の ｢ 肯清泉達録｣ に 記さ れ て
さ だ ぢ こ め

い る｡ すな わ ち ｢貞治古 の 妻 は今麦島の 神 これ な り｡
こ の 神

五穀豊熟を守り給 い
, 誓 い あり て , 我を祈 り しな ば試み に 社

さ

樹を折く べ し｡ そ の 樹枯 れ なば誓 い 空 しか らん と｡ これ よ り

農民鎌を社樹 に打 ち込み祈願 し ける に 霊験 あ り｡ 今 に 社樹に

数の 鎌打ち込み あ り｡ しか れ ど もそ の 樹枯 れず して 栄え り｣

と あ る (野崎雅明,
1 81 5 ; 富山県郷土史会

,
19 7 4) ｡ ま た 天保

く じ き

十三年頃の ｢ 越中旧事記｣ に も
,

この 麦島村 の宮 の 祭が記 さ

れ て い る｡ すなわ ち ｢ こ の 村 の宮祭礼時すわ神社内に 樫木の

古木 あり て
, 祭礼 の 日宿願 の 人 こ の 木 に草刈鎌打 ち込 む と云

う｡ 今 もそ の 木 に数本の 鎌打 ち込み あり｡ 百 を以 っ て 数う べ

し｡ 後 は こ の 鎌の 肉に 包ま れ て 中JL ､斗見ゆ る もあま た あ り｡

そ の 鎌を 打 っ 時見た る人な し｡
い っ の 問 に打 つ とも知れ ず,

ま たそ の 木活生少 し も か わ る こ と な し｣ と あ る (作者不詳
,

1 8 42 頃 ; 富山郷土研究会,
1 93 2) ｡

上記よ り鎌打の 主 な目的は
,

豊作祈願 に あ る こ とが わか る｡

この 麦島の 宮は現在の 婦中町速星麦島に ある諏訪神社 と考え

られ る｡ この 神社の 宮人総代の 方 に よれ ば, 先年婦中町史作

成 の た め神主さ ん と調 べ た際 に は
,

神社 に は鎌は見当た ら な

か っ た と い う｡ そ の た め
,

どの よ う な嫌 が用 い ら れて い たの

か不明で あ る｡ 現在 は水神社を 合示巳して い る｡ 境内入り 口 に

は
,

一 対 の 立石が並 べ られ て い るo
こ う した立石は

, 城端町
げ ぶ ぜ

是安
,

八 尾町拝椎田, 大沢野町下伏 の 各不吹堂 に み られ る は か
,

中節川
,
下新川ま た氷見に もみ られ る｡

ま た富山市秋 ヶ 島 に は
, 風宮石が あ る (富山新聞社

,
1 9 86)

( 図2 ) ｡ 婦中町と は神通川 を は さ ん で 東方 に あ た り,
い ず

れ も山麓か ら離れ た平野の 中L ､ 部 に あ る｡
こ の 大 日八幡宮 に

は諏訪社も合示巳され て い る｡ 現在,
7 月27 日 に 諏訪祭が ある

が
, 風の 祭示巳は行わ れ て い な い と い う｡

4 . 神木 へ の 鎌打と鎮風祈願

婦中町麦島で か つ て 行 われ た鎌打 は
, 現在の 能登 に 伝わ る

ろ くせ い ま ち カゝまの みや

もの に 類する と 考え ら れ る｡ ま ず鹿西町金丸 の 鎌宮諏訪神

社 は
,

邑知潟平野南西部の 丘陵南側斜面に ある｡ そ の 境内の

中央 に あ る神木に は, 祭礼 の とき に 打た れ た多数 の 鎌が み ら
や え か ま と が ま

れ る ( 図3 ) ｡
こ の 鎌 は こ の 地 で 健御名方命が 弥柄鎌 の 敏鎌

ひ た り か ま

で 草 を刈り払 っ た こ と に 由来 し
, 辰巻除鎌あ る い は日足鎌,

比足鎌 と も呼ばれ る (小倉 学
,
1 9 91) ｡ すなわ ち竜巻を避 け

,

虫害を除き
,

豊作を祈 る ため に 行わ れ, 祭り は風鎮め大祭と
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呼 ばれ た｡ ただ し現在打た れ て い る鎌 は小 さく, 草の 刈り払

い に 用い る大 きな鎌 で はな い
｡

金丸の 鎌打 ち神事すな わ ち風祭 は
, 婦中町麦島の 場合 より

も少 し前の
, 安永六 (1 7 77) 年 の ｢ 能登名跡志｣ に み られ る

と い う (小倉 学 ,
1 9 91) ｡ 能登半島に は 風祭が多く

, 平成祭

り デ
ー

タ で は鹿島郡 は 8
, 七尾市 は 7 を数え

, 白山神社 八

幡神社, 日吉神社 な どさ ま ざま な神社 で 行われ て い る ( 図1) ｡

ただ し
,

金丸の 鎌宮諏訪神社 はやや 特異 で あり
, 明治期 に 隣

すく な ひ この か み の か た い し じん じゃ

地区に あ る郷社 の 宿那彦神像石神社に 合併さ れ た｡ 大戦後も
う ぷ すなか み

宗教法人 とな らな い が現実 に は地区の 産土神と して 祭杷が続

け られ て い る( 小倉 学
,
1 99 1) 0

もと も と諏訪神 はス ワ ノ モ リ に示巳られ
, 神木 ある い は神石

が あ っ て も社殿 はな い も の が多 い
｡ そ の ため 明治以降に は無

格社と な る 一

方 で
, 神社制度の 有形無形 の 影響か ら外 れて

,

藩政期 あ るい は それ以前 の特異 な祭杷形態が存続 した もの と

考え ら れ る｡

能登半島で は金丸の はか で も
, 鎌打が現在も行われ て い る｡

え の と まり ひ む ろ

七尾市江泊町日室の 諏訪神社 は
, 富山湾側か ら谷を分水界近

くま で 遡行 し
,

そ こ の 北側斜面頂部の 小平坦地 に , 樹叢 に埋

もれ る よ う に して 鎮座 し七い る (図1) ｡ き き とり に よれ ば
,

お お と こ ぬ しL; ん じゃ

鎌 は 8 月2 6 日 に 七尾市街 の 大地主神社 で 入魂さ れ
, 日室 の

｢ あ け屋敷｣ に 奉安 され る｡ 8 月2 7 日 に 日室 の 集落で 祭り を

する｡ 明治以降 に は神職が行 な うよ う に なり
, 白鳥 の 宮司が

来 られ ると い う｡ 祭り で は湯釜 の 神事 の 形式が 残り! すすき

が 榊と して 用 い られ て きた｡ 湯の しぶ き で風 を鎮め る とい わ

れ
, 東西南北 の 四方が 鎮め られ る｡

神木の タ ブに 打たれ た鎌 は, 目や 口 を打 ち出 して 魚を表 し

て い るが
, 海が近 い ため と い わ れ る｡ 風波 を鎮め て 安全 と豊

漁を祈願する漁村 の 習わ しが 伝わ っ た こ とが 考え られ る｡ 金

丸に く ら べ て 鎌の 数が少 な い の は
, 祭り をする部落の 規模が

異 な る た め で あ ろ う ( 図 4) ｡ 日室 は宝達丘陵最北部の 山間

部 に 位置し て おり
,

金丸が 邑知潟平野 の 山鈷弧 すな わ ちか

っ て の 邑知潟の 水辺 に位置して い たの と は地勢が大きく異 な っ

て い る｡

こ の 諏訪神社も明治初年に は無格社 に 列 したが, 戦後に は

社殿を 建立 して 宗教法人 へ の 切 り替 えが 認 め られ た (小倉

学
,
19 9 1) ｡ 金丸 と異 な り合配 され なか っ た た め

, 小規模 な

が ら その 後 の 社殿を も っ に 至 っ て い る｡ た だ し村人の ほ かか

らは
,

は とん ど隔絶さ れ た位置に あ る｡

これ ら金丸と 日室の ほ か に も, 鹿島町藤井の 諏訪神社 を明

治 四十年 に 併合し た住吉神社で も, 境内の タ ブの 木に 鎌が打

ち込ま れ て い る ( 小倉 学
,
1 99 1) ｡ また氷見 の 中田 で もあ り,

せ き どう さ ん

石動山の 近くで 行わ れ て い た と い う｡ さ ら に鹿島郡鹿西町能
. ふ げしぐん

登部上の 諏訪神礼 鳳至郡穴水町前波 の
一

本木諏訪神社, 珠

洲郡内浦町白丸の 諏訪神社 で は
, 鎌を神体 と して い る (小倉

学
,
1 9 91) ｡ すな わ ち こ う し た鎌 は

, 邑知潟平野周辺 お よ び

半島東岸部に 多く 伝わ る｡ 鎌 は金丸 で は潟の 開拓神 と結び っ

け られ, 日室で は魚 が象徴的に 描か れ るが
,

い ずれ も風を鎮

め
, さ ら に豊作 ･ 豊漁を 祈願 して い る｡

なぎがま

5 . 内鎌と境界

新潟県西部を流れ る姫川の 右岸側 の支流で ある根知川を遡 っ

と ど

た
, 標高5 50 m 付近 に 位置する の が

, 戸土の 部落 で ある｡ 残
お た り

雪が遅く ま で 残る地域で あ る｡ 戸土 は糸魚川市 と長野県小谷

村の 境 に 当た っ て おり, 分水界を越え て 北側に ある が
, 南側

の小谷村 に属 して い る｡ 少 し上 っ た 白地に キ ャ ン プ場があ り
,

観光開発が進行中で ある｡ ギ フ チ ョ ウ の 生息地 で あ り
, 信州

へ の 塩 の道が 通り
, 鎌宮 が あ るな ど観光資源が 多い

｡ 幅 5 m

の 道路を っ け
, 神社 も新 しく立 て 替え る な どの 計画が 立て ら

れ て い ると い う｡

戸土 は現在の 車道の 終点 に あ たり
,

そ こ か ら東向き斜面を

数十 m 上 っ た標高59 0 m 付近の 小さ な平坦地 に 境宮諏訪神社

が あ る｡ 神社の 前方, 根治川の 谷を見下 ろす平坦地 の 縁に杉

の 巨木が あ る｡ 根元 か ら2 .5 m 位 の と こ ろ に
, 高さ 1 m に わ

た っ て 計5 つ の 鎌が 打 ち っ け られ て い る｡ 鎌 は能登 の もの

は刃が樹幹 に垂直に立 て られ て い た の に 対し て
, 平行な方向

と さか

に あ る｡ 形状 はか なり様式化され て お り, 鶏冠を つ けた ニ ワ

トリ の 東部の よ う に見 え る｡ 鶏冠状 の ギザ ギ ザを 内側に 向 け

る もの 3 つ
, 外に 向け る も の 2 つ が あ る ( 図5) ｡ 鎌 の形態

は胎児を模 して い ると もい わ れ る｡

き きと り に よ れば, 新潟と長野の 県境で は,
こ の 戸土と 中

股の 明神 で 鎌が み られ る｡ 中股 は
, 戸土か ら山腹 に 沿 っ て 東

に3 0 分 は ど歩い た と こ ろで あ る｡ 現在砂防 ダ ム が ある付近

の 中俣沢右岸の 小高い 岩の 上 に ある｡ 戸土 と中股 で は交互 に

7 年毎 に , すなわ ち諏訪神社 の 寅 ･ 申の 式年 の 前年に , 交互

に 鎌 を打 ち込 む祭 りが あ り,
そ の と き に は50 人く らい が集

ま ると い う｡ 鎌に は諏訪神社で 最高位 の宮司さん が銘を彫る｡

鎌 は75 年前 の もの が残 る が
, 時が た っ に つ れ樹幹 に だ ん だ

ん 深く埋もれて い く ｡

戸土の碑詞 に ｢ . ･
･ 七歳 に

一

度 の 国境見 と して
,

み しる しの
と か ま う づ み て ぐら と が ま

利鎌に 貴の 幣吊と りそ え て - ｣ とあ り
, 鋭鎌 とも表記され る

(近藤信義,
1 9 97) ｡ 能登 で の 開拓神の 言 い 伝え と は異 な り,

諏訪神の ｢ み しる し｣ と して 象徴化され て お り
, 形状か らも

性格 は異 な るよ うに 考え られ る｡ な お戸土 で も
,

こ の 鎌を元

禄年間に は ｢ 内鎌｣ と記 し
, 諏訪か らく る もの は ｢薙鎌｣ と

さ. れて い る( 稲 田泰策
,
1 9 62) ｡ そ の た め諏訪神社神体 の ｢薙

鎌｣ と はま た異な る, 地域固有の もの が存在 して い た可能性

が ある｡

Ⅲ 現在行われて い る風祭とその 伝承の 基盤

1 . 風祭の 名称か らみ た祈願 の 内容

風の 祭把 は
, 富山県周辺だ け で も ｢風の 盆｣ や 中に は ｢鎌

祭｣ の よ う なさ ま ざま な呼称が ある｡ 祭示巳の 形態は地域 に よ

り それ ぞ れ異な るが
, 風鎮 め を祈願する こ とが共通 す る｡ 農

業 また 漁業 に お い て も, 風害 を避け る こ と ば普遍的な 関心事

の ため風祭 は各地で 行わ れ て お り, そう し た中に 風祭を成立

させ 存続さ せ る由縁が 示され る もの と考え られ る｡ 祭りの 正

式名称 な い し は通称が ｢風｣ に 関連 して い るもの は, 多く の

場合に は風の 祭把を示すもの と考 え る こ とが で き る｡ その た

- 72
-



富山県周辺 に お ける風奈 と風鎌 に つ い て

図 2 平野部に み られる風音石 図 3 神木に 打たれた鎌

富山空 港 の 東に位 置す る富山市秋 ヶ 島の 大日 八 幡宮に あ る
｡
同 石 川県鹿 島郡鹿西 町金 丸の 鎌 宮諏訪神 社に あ る

｡
同社 は 社殿が

社 に は諏訪社 も合 紀されて い る｡ こ の 石 は 長野県 に多 い 道祖神と なく, 境 内中央 に
一 度高く設 けられ た神 域 の タブ の 木 に, 毎年 8

同種 の もの と い われる
0 月 27 日 に 日足鎌 と 呼ばれ る嫌 が 打たれ る o

園4 魚 の絵の 彫 られ た鎌 図 5 信越国境 の 内報

石 川県七 尾市江泊町 日室 の 諏訪神社 に ある｡ 毎年 8 月 2 7 日 に 長 野県北安曇郡小谷村戸土 の 諏訪神社 に ある
｡ 分水界 を越 えて

風鎮祭が 行われ
,

神木 の タブ の 木 に神嫌が 打 ち込まれ る｡ 越 後側 に 下 っ たと ころ に あり, 鶏冠状 に も見 える 特異な形状 の 嫌

が 12 年 ご と に神木 の 杉 に 打た れ る
o

-
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園 6 風祭が行われて い る地域
P

さま ざま な呼称 の 風祭 に つ い て
,

区市町村別 の 総 数で 示 す. 分布は 全国 にわた る が
,

一

方 で い く つ か の 地域に偏在 して い るo 平成祭

り デ ー

タ よ り集計｡

-
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富山県周辺 にお け る風祭 と風鎌 に つ い て

表1 風祭の 名称 と そ の数

風鎮 め な ど の 祭把 に は さ ま ざ ま な 呼称が あ るが
, 類似 する もの が 認め られ る. 類似 の 名 称 ご と の 合計数 と そ の 内訳で 示すo 平成

祭り デ ー

タ より 集計｡

風祭 8 28 風 鎮祭 4 80 風 除祭 29 7 風神祭 2 90 風 止祭 ー49 風 日 祭 ー1 5 風願 祭 64

風 祭 5 85 風鎮 祭 4 29 除 風祭 1 2 3 風神祭 2 79 風止 祭 53 風 日祈祭 8 4 風顧済祭 4 9

風 祭り 1 9 0 鎮風 祭 2 4 風 除祭 1 1 0 風 神祭 . 秋葉祭 3 風止 め 18 風 日祭 1 4 風 願成就 5

風 ま つ り 3.4 風鎮 め 6 風 除け 1 5 風 神例祭 2 厄神並 風神風 止 祭 1 6 風 日 6 風 水害願 明神事 5

秋祭 . 風 祭 2 風鎮 の ま つ り 3 風除報賓祭 1 4 他の 風神祭 6 風止 12 風 目前夜祭 2 風 治祭 3

大 赫
.

風 祭 2 風鎮報賓祭 3 風 除祈願祭 7 風止 願成就 9 他の 風 日祭 9 他の 風 頗 祭 2

風 祭祭 2 風鎮御礼祭 2 風 除祈祷祭 7 風止 めま つ り 7

他の 風 祭 1 3 他の 風 鎮祭 1 3 風 除l顕成就祭 3

風除 2

風 除け祭り 2

風除さん 2

風除神事 2

他 の 風 除祭 10

風止 願成就祭 7

風止 祈願祭 6

風止 め 祭り 3

天満宮風止 祭 2

風止め 祭 2

風止 祭り 2

他 の 風 止祭 1 2

風 祈祷祭 62 虫 除風祭 2 8 風 篭 2 2 風 神社祭 1 9 二 百 十 日 風祭 1 3 台風 除 8 風 流 8

斤祷祭 2 0

風祈祷 1 6

風祈祭 1 3

風 の 祈祷祭 5

風ぬ きと う 2

風祈念祭 2

他 の 風祈祷祭 4

除蛙 風祭
除蛙 風 鎮祭
虫風 条
虫風 祈祷祭
他 の 虫除風 祭

3

3

3

2

1 2

風 止 篭
風 ごもり

風 除ごもり

風 篭り

他の 風 篭

風神社祭

風宮神社例祭
他の 風 神社祭

めまず名称 に ｢風｣ が含 まれ て い る も の を
, 平成祭 デ

ー タ よ

り抽出する｡

そ の 結果,
こ う した風祭 は

, 総数 で2 45 7 件, 名称 は21 2 通

り に お よ ぶ ｡ 名称が 多岐 に わ たる の は
, 表記が異 な っ た り地

域名が冠 され た りする ため で ある｡ それ らは名称 の 上で 同種

の もの に 含め る と
,

いく つ か の類型に ま と める こ とが で きる｡

( 表1) ｡

風の 祭示巳に お い て
, 最も多く用 い られ る呼称 は ｢風祭｣ で

ふ う 亡ん じ ゃ

あ る｡ さ らに ｢ 風神祭｣ は祭神 を
,
｢ 風神社祭仙J

は社両を 名

称 に加 え たもの で あ り ｢風祭｣ の 異称と考え ら れ る｡ これ ら

は
, 風の 祭紀 を簡潔に 示す

一

般的なもの で
, 全国的に 広く み

られ る｡

祭 り の 祈願 の 内容 を名称 に 含 めて い るの が
,

｢ 風鎮祭｣ ,

か ぎよ け ま つ b) か さ ど め ま つ り

｢ 風除祭｣ ,
｢ 風止祭｣ で あり,

い ずれ に して も風鎮 め で 共通

し て い る｡ ｢ 風願祭｣ ,
｢ 風祈祷祭｣ お よ び ｢ 風日祭｣ に お い

て も
, 風や天候が順調 で あ る こ とが祈願の 内容と考え られ る｡

なお ｢ 風日祭｣ に は ｢ 風避祭｣ が 含ま れ て い る か も しれ ない ｡

ま た ｢ 虫除風祭｣ で は
, 本来の 風祭の 以外の 名が含 まれ て

い る｡ こ の 名称 は複数 の 祭りが合体し た こと を示して い るが
,

風祭が時期や対象な どが虫除や虫送り な どと類縁 に あ る こ と

を示すもの と考え られ る｡

こ う し た風祭の 名称 に は地域性が み られ る｡ たと え ば,
三

重県で は ｢ 除風祭｣ の 名称が卓越 して い る｡ ま た ｢ 風願済祭｣

は
, 奈良県で 使わ れ て い る名称で ある｡ こう し た地域的 に 固

有な 呼称 は近畿地方 に 多くみ られ る｡ 同様 に 九州方面 で も,

地域に より特定の 名称を用 い る場合が多 い ｡ 類似 した風鎮の

呼称で あ っ て も, 福岡県と熊本県 で は ｢風止祭｣ が多く , 大

分県と長崎県 で は ｢風除祭｣ が多く , 山口 県で は ｢風鎮祭｣

が 多い ｡

こ の よ う に 名称 か ら風 の 祭把 をみ る と
,

そ の は と ん どの 場

合で 風鎮を祈願 して い る こと が明 らか で ある｡ なお ｢ 風｣ が

名称 に 含ま れ て い なく て も, ｢ か ま ま つ り｣ や ｢ 二 百十日祭｣

な どは
, 祈願 に は風鎮めが あ る と思われ る｡ さ らに 寺院が祭

二 百 十日風 除祭
他の 二 百十日風 祭

台風 除

台風 除祈願
他 の 台風 除

風 流
風流杖締 り

他の 風 流

把を執行 した り, 地域住民だ け で行 われ る風祭もある｡ これ

ら はも と もと平成祭り デ
ー タ に は含 まれ な い た め

, 風祭 の 名

称 はさ ら に 多岐 に わ た っ て い る｡

2 . 風祭の 行わ れて い る地域

風祭 は各地 の もの が 知 られて い るが
, 前節 で の 風祭の 総数

はそれ らを は るか に 上回 っ て お り, 従来 の 風祭の 知見 は個別

的な事例に 過 ぎず, 風祭の
一

端を示すに と どま る可能性が強

い｡ 風祭は富山県周辺 で も富山県南部の 山麓部な どや 能登半

島な ど に 多く, 現在 で は地域的に 偏在 して い る｡ こ う した偏

在の ようす に
, 風祭の も っ 特色が示され る もの と考え られ る｡

現在 に 伝わ る風祭 の 地域的な分布 を
, 平成祭 デ

ー

タ よ り集計

して その 総数 で示す こと に する｡ 海岸付近 と内陸方面で は異

な る ため に
, 区市町村別の 合計数 を階級に 分 けて

, 分布を表

示する (図6) 0

風祭 は全国 に わ た っ て み られ る が
,

お よ そ
, 山形, 信越,

伊豆, 福井, 伊勢 ･ 奈良, 周防灘周辺な ど の 県や地域に 集中

する よ う すが 認め られ る｡ 大都市圏 に は少 なくな るが , 東京

で も世田谷区や武蔵野市, 八 王子市な ど西方の 三多摩寄り で

は行わ れ て おり, 房総半島に も多彩な 呼称 の 風祭が ある｡ な

お世 田谷区で も, 祭 りに 嫌が 使われ る と い う｡

一

方 , 風祭 は北海道お よ び東北地方北部 で は少 なく
,

ま た

中国 ･ 四 国地方に も少な い ｡ と りわ け南海道すな わ ち近畿 ･

四 国 ･ 九州 の 太平洋岸は, 台風の 上陸する こ とが 頻繁な地域

で あ るに もか か わ らず風祭 は少な い
｡

風祭は局地的強風地域に み られ るよ う に
, 風害の 発生 しや

すい 地域 と深 い結 び つ き が ある｡ 風害を避 ける た めの 祈願か

ら, 風祭が自然的に 発生する こ と は十分考え られ る こ と で あ

る｡ た だ し祭礼は時代と ともに 変容 し
, 風祭も現在に 必ず し

も伝わ るわ けで は な い
｡ 土佐藩で は そ の 憲章簿 官綻之部 に

よ る と, 寛政十
-

(1 79 9) 年六月 に
,
｢ 神事祭礼の と きや ま

た作物虫送 ･ 風祭 な どと い っ て
,

芝居な どを して 見物人 を集

め て 浪費 させ て い るが
,

この よ うな者 た ちを村 々 に立 ち入れ
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さ せ て は な らな い｣ と の 触 れ が 出さ れ た (高知県,
1 9 77) ｡

こ の よ う な制限が加え られて い く こ とに よ り, 風害の 多い 地

域 と い え ど も
, 風祭の 伝承 の 道が閉 ざさ れ た こ と も考え られ

る｡

一

方前述の 能登半島で は
, 例外的な場合 に鎌打が存続 し

た｡ 房総半島や伊豆半島, ま た志摩半島な どの 半島部に 風祭

が多く残 る こ とに は
, 伝播 の 経路 か らそ れ た位置に あ っ て 独

自の 伝承 が可能で あ っ た こ と も考 え られ る｡

3 . 風祭の お こ なわれる 日

風の 宮総本宮 とさ れ る龍 田大社 で は
,

現在7 月第 1 日曜
か ぎ ひ の み の み や

日 に 風鎮大祭 が行 わ れ
, 伊勢 の 神宮 で は 風目祈宮 で 5 月14

か ぎ ひ の み さ い

日 と 8 月 4 日 に
, 風 日祈祭が 行わ れ て い る｡ 祭 り の 行 わ れ

る 日 は祭 りの 由来 に も と づ い て おり
, 祭 日に は各地 に お ける

風祭の 由来の 一

端が示 され て い る｡

風祭が行わ れ る 目 に つ い て そ の お お よ その 傾向を知 る ため

に
, 都道府県別に 月別に 集計する｡ そ の 結果, 風祭 は現在で

は ｢夏祭 り｣ で あ る こ とが 大半で あり
, 奈良県, 長野県, 新

潟県, 山 口 県, 山形県,
三重県な ど多数 の と こ ろ で 8 月 に

開催数が最 も多くな る｡ 開催期間は稲の 生育期間で もあ る こ

と は
, 風祭は豊作祈願や豊作予祝な ど農耕 に ま つ わ る祭り で

あ る こ とを示 して い る｡

風祭 の 多い 県 に つ い て
, さ ら に旬別の 風祭 の 開催数 を示す

と , お よ そ 8 月中旬 か ら 9 月上旬 に そ れ ぞ れ の ピ ー ク が あ

る(図7) ｡ 新潟県 は8 月中旬, 長野県と 山形県 は 8 月下旬
,

福岡県 は 9 月上旬 に 多い
｡ ただ し大分県 で は早く 7 月下旬

で あ る｡ こ の こ と ば
, 風祭に は稲の 生育の み な らず

, 各地に

伝わ る風習な どが 大きく 影響 して い る こと を示 して い る｡ と

く に 隣接する長野県と新潟県 で ピ ー

ク と なる旬が 異な る こ と

は
, 両県の 風祭の 性格が 異な る こと を示唆し て い る｡
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風祭 は 日 別に は
, 新潟県で は 8 月 1 日

, 山形県 で は 8 月

3 1 日
, 長野県, 福岡県, 大分県 で 9 月 1 日 に ピ ー

ク が現 れ

る｡ 風祭の 名称 に も二 百十 日の 名が 付く場合が み られ た｡ 強

風の い わ れ る 二 百十 日 は現在で は9 月 1 日 で あ り,
こ の よ

うに 日別 に 集計する と
, 風の 祭日の ピ

ー

ク と して現れ て く る.

ま た 8 月 1 日 あ る い は9 月 1 日 は
, 同時 に 八 朔の 祭 日 で

み さや ま し ゃ さ い

あ る｡ 諏訪神社上社 で の 御射山社祭 は, 旧暦 7 月2 6 日か ら5
た の み

日間の 御狩神事 に 続 き, 8 月 1 日 に ｢ 偶 の 神事｣ と い う農耕

祭が 行われ る｡ 室町初頭 に は
, 御射山祭に は大雨風が伴う こ

とが 意識さ れ て い た ( 金井典晃 1 96 4 ; 和歌森太郎,
1 94 2) ｡

旧暦 で は八 朔 は年 に よ っ て 変わ る が
,
1 84 1 - 18 70 年 の30 年

間に つ い て 平均する と
,
9 月 7 日 に あ た る｡ すなわ ち八 朔 は

台風の 襲来期で あ る こ とか ら
, 風の 災厄を除 き豊作の 祈願に

つ なが る こ と に な っ た｡

そ の た め諏訪信仰の 盛 ん な地域で は
, 風神的性格の 健御名

方神 を示巳る と とも に
,

八朔の 祭 りを風祭と し て 受容 した もの

と考 え られ る｡ しか し ｢ 二 百十 日｣ が貞享暦 よ り記さ れ る よ

う に な る と
,
｢ 八朔｣ に 替わ っ て 台風期と して 知 られ る よ う

に な り, 諏訪信仰が衰退し たと こ ろで はむ しろ 二百十日 の 祭

り に変 わ っ て い っ た と も考 え られ る｡

Ⅳ 風祭の 由来とその 変容

1 . 風 の神 と富山県周辺 の 祭神

風祭で は 主 に 風鎮が祈願さ れる が
,

そ れ は風の 神に 対 して

なさ れ も の で あ る｡ た だ し風祭の 行わ れ る神社は多岐に わ た

り, さ ら に 風鎮 を祈願する祭神 は必ず しも特定され な い｡ 風
し な っ U L こ の か み

神と して よく知 られ て い る の は, 級長津彦神, 健御名方神な

ど で ある｡ さ ら に風 の つ く神名 は 多く ある (表2) ｡ ただ し大
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図 7 風祭の 行わ れる 日

風祭 の 行わ れ る主 な県 に つ い て
, 旬別 の 祭 日の 数 で 示す｡ 山形 ･ 新潟 ･ 長野

お よ び 福岡 ･ 大分 は そ れ ぞ れ 風祭の 分布 は連続 す るが
, 祭 日 は異 な っ て い る

｡

平成祭 り デ
ー

タ より集計｡
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方の 風祭 に お い て ,
こ れ らが 祭神 で ある場合 は少数

で あ る｡ 風祭 の 行われ る神社の 祭神の 中に, 風鎮 の

神徳は必ずし もみ られ な い 場合も多く あ る｡

こ の 中の 風伯と は
, 中国に 由来す る｡ 『楚辞 天問

篇』 中に ｢女岐無合/ 夫取九子/ 伯強何虞/ 意気安

在｣ と あり,
これ は ｢ 大母神女岐は配偶者が なか っ

たの に
,

なぜ九人の 子を生ん だ の か ｡ 風神伯強 は ど

こ に い る の か｡ 子を苧ま せ る恵み の 風は ど こ に あ る

の か｣ と解釈 され て い る ( 加納吉光
,
1 991) ｡

表2 風に ち なむ 神名

現在 神社 に 祭 られ て い る神の 中か ら, 名称 に風 を含

む もの を抽 出
.

平成祭り デ
ー

タ よ り集計｡ な お , は か

に も級長 津彦命や 健御名方命 な ど風神 は多 い
｡

ア メカ ゼノ カ ミ

雨 風 神

ハ ヤチ ノ カ ミ

疾風神

シ ･
ソ ベ イ タ ロ ウ

疾風太 部

ミヅ ワケ カセ ノ カ ミ

水 別 風 神

チ 1 ウフ ウノ カミ

中風 の 神

アメ ノ コ ハ カ ゼ/ ミコ ト

天 剛 風 命

カ ゼヤ マ ツミ ノ ミ コ ト

風 山津見命

カゼ / カ ミ

風 神

力せ ノ オ ホカ ミ

風 大 神

カゼ ノ カ ミ

風 伯

カ ゼ ノ カ ミ

風伯神

フ ウ テ ン シ ン

風天神

カ ゼ ノ サ ブ ロ ウ

風 之三郎

カセ ケ ツ ウケ ノ オ シ ヲノ カ ミ

風 木津別忍男神

カゼ ケツ ワケ ノミ コ ト

風 木津別命

カザ ハ ヤ ノ カ ミ

風 速 神

フ ウ ノ ノ オホ カミ

風野大神

フ ウ ロ フ ォホ カミ

風浪大神



富山県周辺 に お け る 風祭と 風鎌 に つ い て

ま た風天神 と は, 仏教 に ちな ん で い る｡ すなわ ち
, 風 は地

水火と とも に 神格化さ れ て
, 四執金剛神 四大天女と され , 密

教十二 天の
一

つ や護世八 方天の
一

つ に も数え られ , さ ら に 日

天や火天と と も に 三神 の 一 つ に 数 え られ て い る( 川 口 謙二
,

1 9 93) ｡ い ずれ に して も抽象的な名称 で あ り, 自然神の 性格

を も っ こ と を示し て い る｡

もと もと 日本 の 神 は 1) 雷,
虎

, 狼,
舵

,
2) 神 が か り

,

3) 場所 に 鎮座
,

4) 天津神, 国津神,
5) 天皇

,
6) 祖先神 な

ど に 分 け られ る ( 山折哲雄,
19 90) ｡ 風祭 に お け る風の 神 は

1) の 冨な どと 同様の 自然神 で あ り
, 死後 に 神と し て示巳られ

た の で はな い た め
, 本来現世か ら は隠れ て い て 固有名 はつ き

に く い｡ この こ と は日常的な場面に お い て
, 風の 神が以 下の

よ う に 表現さ れ る こ と に も,
み る こ とが で きる｡

a ) ｢ 風 の 神様風お く れ
, 揚が っ た らか え す で 皆お くれ -

-

｣ : 滋賀県八 日市市で の
, 寛政十 二(1 8 00) 年頃か らの 大

凧揚で の歌( 八 日市市大凧啓発資料作成委員会
,
19 95) ｡

b ) ｢昼型埜は
, け つ か らし っ ぼ の よ う な長い もん を ス

ー と

出 して 子 どもらを ま たが らせ
,

ゴ ー

ッ と ひ と風吹かせ て 空

へ ま い あ が っ た｣ : 新潟県長岡市周辺 の 山間部で の 話 (水

沢謙
一

,
1 98 0) 0

c ) ｢ どう も風邪 が流行 っ て
,

こう
一

軒 々 々
, 病人が ひ と り

や3 1 た ァ り寝て ねえ家 はね え か ら,
ひ と っ 風 の神送 りで も

して
, 風の 神 を追 ッ 払お う じ ゃ ァ ね え か｣ : 上方落語 (柿

家正蔵
,
1 97 4) ｡

疫病神 の 意 も c) に は 含ま れ て い る が
, 日常的 に は風神 は

固有名 で 呼ばれ る より も, 普通名で 呼ぶ だ けで 了解 され て い

る｡ ある い は 風祭が お こ な われ, 特定の 祭神が あ る場合 に も,

通常は ｢風の 神｣ を呼称 と して い たの か も しれ ない ｡

ただ し, 明子台二 (18 69) 年 に は, 神体 の ない 神社 に 対 し新

たな 神体 の 勧請 が布告さ れ, 明治三 (1 87 0) 年に は神名が神

道 に よ る神号 に 改め られ た (稲田道彦,
1 99 4) ｡

こ う し た過程

で は, 風の 神 は風神 と目され る記紀の 神 々 に 比定さ れ た こ と

が 考え られ る｡ 記寿己の 神 々 の 中で 風 に深く 関わ る の が, 龍田
し な っ ひ こ の み こ と し な と べ の み こ と

神社の 祭神の 級長津彦命 ･ 級長戸辺命, およ び諏訪神社の 祭

神の 健御名方命で あ り
,

さ ら に住吉神社 の 祭神 の 墨江三 神や

八 幡宮 の 祭神 の 魔神天皇な どで あ る｡
こ の 中で 級長津彦命は

高天原の 神 一 天津神 で あ る の に対 して , 健御名方命は 出雲の

神… 国津神で ある｡ ただ し, 級長津彦命 ･ 級長戸辺命 の 同神

と して , 天御柱命
･ 国御柱命が称 され る こと が あ る｡ 健御名

方命を祭神とする諏訪神社 は独特 の 祭示巳で 知ら れて お り
, 風

祭 に はそう し た影響が 現れ る もの と考え られ る｡

一

方, 風祭 の 行われ る神社の 祭神 は, 前記以外の 神 で あ る

こ とも多 い｡ 風の 神 はそ の 普遍的性格ゆ え に, 特定の 神名に

比定さ れ る こ となく隠れ て い っ た こ とも考え ら れ る｡ 風祭の

行わ れ る神社 に 風神が 勧請 され な い な らば
, 風祭 はそれ ま で

の そ の 地域の 主要な祭神の もと で 行わ れ る こ と に なる｡ 富山

県周辺で 祭 られて い る祭神 に つ い て 県別 に 集計 し
,
主 な祭神

に つ い て 県別 の 相対値で 示す (図8) ｡

そ の 結果, 富山を は じめ各県で 祭 られ るの は
, 天照 大神を

筆頭 に
,

魔神天皇
, 健御名方神と続く｡ ただ し県 に よ り祭神

国 索豊嶋神

■大山咋神

申 菅原道真

□ 菊理姫神

山 大物主神

ヰ健御名方神

冒 応神天皇

白天 照大神

福井 石 川 富山 新潟 合計

図 8 富 山県周辺 の県別 の 主な祭神

当該 地域 に お ける主要 な祭神 に つ い て , 相対的 な数 を示 す
｡ 祭

神 に は異 な る表記 の も の を含ん で い る ｡ ま た 図中の 数値 は実数 で

あ る｡ 平成 祭り デ
ー

タ より 集計｡

が大 きく異 なる こ とが わか る｡ 富山県 で は天照大神が 最多 で

あ るの に 対 し, 福井県 ･ 石川県 で は魔神天皇
, 新潟県で は健

御名方神 で ある｡

風祭 と こ れ らの 神との 結び っ き は, 今 の と こ ろ不明で あ る｡

た だ し こ れ らの 神が 祭神と して 比定 され る な らば
, 自ずと風

祭 に も影響 をお よぼ すもの と考え ら れ る｡ 風祭が地方 に よ り

さ ま ざま で ある の は
, 本来の 地域的な特色 に 加え

,
そ の 地域

に お ける信仰対象の 祭神や社両 に地方色が あ るた め と考え ら

れ る｡

2 . 風 の 祭示巳の 場と宮山県周辺 の 神社の 変遷

日本 で ほ自然物崇拝か ら は じ ま り
,

｢ タ マ ( 霊 ･ 魂)｣ は

｢ カ ミ｣ と な り, さ ら に ｢ 神｣ - と顕在化 し て きた た め
,

ら

と もと は社殿の よ うな人工 的な建造物 は必要 とさ れ なか っ た

( 稲 田道彦 ,
19 94) ｡ 不吹堂 の 祭や神木 へ の 鎌打 な ど

, 社殿 の

無い と こ ろ で も行わ れ る風祭は
, 風の 神の 自然神的な性格 を

示し て い る｡ ま た不吹堂 は砺波平野南部か ら上新川 に か けて

の 山麓部 に 分布するが
,
｢ 風｣ に 関する地名 も 山沿 い地域 に

多く ( 中葉博文,
1 99 2) , 市町村別に は宇奈月 1

,
上市 8

,
立

山4
,

大山3
,
大沢野2

,
八 尾 9

, 井波 4
, 福光 4 の 風地名 が

あ る｡ 地名 に は人 々 に よ る土地 の 自然 の 認知が 反映され る の

で , 本来自然神を祭る風祭の 分布と対応する こと が考え られ

る｡

しか し先述の よ う に
, 風祭 は7 世紀の 天武朝 に お い て 龍 田

大社 な どで 行わ れ て お り, 民間の 行事 に と どま るわ け で はな

い
｡ 多くの 著名な神社 に お い て も風祭が行われ て い る こと ば

,

風祭の も つ 多面的な性格 を示し て い る｡ ま た福野町で の よ う

に
, 隣接する部落同士で 風祭の 行わ れ る場所が 遠く離れ る こ

と が ある｡ 風祭と現在の 祭神が本来は結 び っ か な い 場合が考

え られ るが
, 風祭と現在それ が行われ て い る神社 との 関係も

,
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本来の もの か ら変わ っ て き た もの と考え られ る｡

た とえ ば祭 りと神社 との 関係を
, 祇園祭と八 坂神社 に み る

こ とが で き る｡ も と もと八 坂神社 は 9 世紀後半 - 1 1 世紀初

頭 に か けて 祇園社と して 創面巳さ れ
, 明治 の神仏分離後 に改称

され た｡ 祇園祭 は神霊の 神輿渡御 の 形式 をも ち
, 江戸の 山王

祭や神 田祭に 大 きな影響を 与え たと い う(茂木貞純,
1 99 8) ｡

さ らに 山王祭 や神田祭 は江戸周辺 へ も影響が大 きく,
八坂神

社が境内社と して 関東に 多い こ と に つ なが るとみ られ て い る｡

祭り と神社 と の 関係か ら, 風祭が 社殿 を もた ない か ある い

は小規模 な社殿 で行 われ て い た場合, 異 なる神社 へ の 合示巳や

新 たな社殿が創建さ れ る中で は
,

それ ぞ れの 県 に お け る神社

事情が風祭に 大 き な影響を与 え たと考え られ る｡ 富山県周辺

に つ い て
, 県別 の 主要 な神社数を 同系統の 神社 を含め て 集計

する (図 9) ｡

そ の結果, 全体 で は, 神明宮, 八幡宮, 諏訪社, 白山社の

順に 多い
｡ 最 も多 い の は富山県 で は神明宮 で あ るが

, 石川県

で は 八 幡宮 で あ り, 福井県で は白山社が 多く , 新潟県で は諏

訪社が 圧倒的で あ る｡ 新潟県で 風祭が多い こと は,
こ の 諏訪

社が多 い こ とと結 び つ く もの と考え られ る｡

先述の よ うに 明治期や 大戦後 に神社制度の

大き な変化が あ っ た｡ さ らに 藩政期 に も, 水

戸藩 で は1 郷 に 1 社と し, 岡山藩で は1 0
,
00 0

社 を破棄 し て 氏神601 社 と し た (千秋謙治
,

2 00 0) ｡ 加賀藩 で は寺と - 探門徒を統制する

た め に
, 有力寺社 に対 し禁制 を下付 して 寺か

ら武力を切 り離し, か つ 寺社領を寄進 したり
ね い

安堵 な らび に 特権 を付与 し で 懐柔し た｡ 婦負

郡 で は天正 十八 (15 90) 年 を は じめ と し
, 寛

永十 三 (163 6) 年,
慶安元年 ( 16 48) な ど に

寺社改めが 行わ れ, 拝領地の 検地 を行 っ たり

寄進状を更新 して 寺社 を支配 した｡ こ れ は隠

田摘発の 意図を含み
,

加賀藩の 農政と密接に

関連 した (婦中町史編纂委員会,
19 96) ｡

榊 柑 こ う した寺社政策の 影響が考え られ るが
,

E3 八 坂社

団 住吉社

山 琴平 宮

申 天 満宮

臼熊野社

■ 日吉社

EE[ 稲荷社

口 白山社

i 諏訪社

日 八 幡宮

臼 神明宮

福井 石 川 富 山 新潟 合計

図 9 富 山県周辺 の県別 の主 な神 社

主 要な 神社 に つ い て 相対 的な数 を示 す｡ 各 県の 神社総数 に対 し

て
,

こ の11 社 は福 井70 .0 %
, 石川60 .0 %

,
富山73 . 9 % , 新潟63 .8 % を

占め る｡ 平成祭り デ ー タ よ り集計｡

-/ _I
_

=

i
-

:-

-

=

=::
_

-:+
山王社 ･ 日 吉社

加賀･ 能登 越 中

図1 0 藩政期に お け る社嗣 と そ の変化

富山 と石川 に つ い て
,
1 7 世紀,

1 9 世紀の 神社 の 相対数 を示 す
｡ 仏教と 習合 した も

の も含 め て い る
｡ ｢加 越能寺社 由来｣ 中の 各神号 帳 に よ る

｡ 社 両の 総数 は延 宝二 年
に は加賀 ･ 能登25 , 越 中51

, 天保六年 に は加賀 ･ 能登296
, 越 中184 で あ る

.
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富山と石川 に お ける藩政期の 各神社の 数 は
,

加越能寺社由来か ら知る こと が で きる (金沢

大学法文学部日本海文化研究室
,
1 9 74

,
1 97 5) ｡

それ よ り
, 社号 ごとの 数 を図示する (図10) ｡

藩政期 に お ける神社に は
, 観音や薬師の よ

う な仏教と習合 した もの も含まれ て い る｡ そ

れ ら を含め て も富山で は
, 現在 と同様 に神明

社が最も多く,
八幡社や諏訪杜 な どが続く｡

ま た富山で は正徳二 (17 12) 年 お よ び寛政八
い み ず

(1 79 6) 年 の 砺波郡 お よ び射水郡 に お け る神

社が 明らか に さ れ て い る｡ 杜号 を神明や 八幡

な ど名社, 観音や薬師な ど仏教な どとの 習合,

高瀬の よう に 地域的なも の に大別する と
,

そ

れ ぞ れ の 割合 は両期 で お よ そ 同様で あ る｡ 加

賀藩 で は社示司の 統廃合を行なわ なか っ た ため
,

砺波地方で は氏子の 範囲が変動 した比率 は少



富 山県周辺 に お け る風祭 と風鎌 に つ い て

な い と い わ れ る (千秋謙治
,
20 0 0) ｡ ま た砺波郡 で は射水郡と

比 べ て も寺院系の 神社が 多い こ と は
, 風宮で なく 不吹堂 と呼

ばれ る こと が多い こ と に結 び っ く か もしれ な い ｡

さ ら に加賀藩の 神社政策以前に お い て
, 富山県の 地域 に よ

る 文化的変容の 差異 へ の 浄土真宗と の かか わ りが い われ て い

る｡ すなわ ち富山県 に残 る民俗が 一

般 に 少な い の は
, 浄土真

宗が迷信と して 否定 した こと に よる と い わ れ る｡ た だ し呉西

や ま た呉東 で も大沢野や細入に 多く残 るの は
, 修験 や真宗以

外の 宗派,
ま た飛騨と の 交流 な どが か か わる こ と に よ る ( 太

田 栄太郎,
1 9 74) ｡ 砺波平野南部 の 不吹堂 で も, 寺院系 の 風

祭で もそれ を執 り行う の は浄土真宗以外の 僧侶で あり, そ の

他 の 地域 に お い て も浄土真宗が 風祭 に も影響 した こと も考え

られ る｡

3 . 風祭と諏訪の 風神と の かかわ り

現在風祭に つ い て さ ま ざま な祭神と神社が比定さ れ る に せ

よ
, 前述の よう に 風の 神が 自然神的性格 で 社殿も必ずし も必

み の ち

要 と しな い 場合がみ られ た｡ 日本書紀中で 信濃須波 ･ 水内の

神は竜田風神と と もに 祭 られ た風神と され る が
, 須波 は諏訪

た け み な か た と み の み こ と ひ こか み わ け L ん L: や

明神, 水内 は上水内郡 の 健御名万富命彦神別神社 に あ た る

( 岡 田米夫
,
1 9 75) ｡ ま た諏訪神社 に は拝殿後方 に 御神体 の 木

や 山が あ っ て 本殿の 無 い 様式 で あり,
ス ワ ノ モ リ に 肥 られ る

の み の こ と も多 い
｡ こう した こと か ら

, 諏訪神社 と風祭と は

とく に 深 い結 び っ き が あ る こ とが考 え られ る｡ こ の 諏訪神社

の 数肴
, 平成祭り デ

ー

タ か ら市町村別 に集計 し, 分布に 示す

(図11) ｡ 分布 は長野県, 新潟県 に 集中 して お り,
こ の 地域

に お い て は風祭の 分布(図 6) と よ く対応 して い る｡
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図1 1 諏訪神社 の 分布

地域 の 名が 冠 せ ら れ た もの な ど も含 め
, 諏訪神社 の 区市町村別 の 総数 で 示す｡ 分布 に は特定地域 に 集中す る よ う すが現 れ て い る

｡ 平成
祭り デ

ー

タ より 集計｡
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こ こ で , 諏訪の 神 あ る い は諏訪大社の 祭神の 健御名方神が

風神と認識さ れ るの は, 何 に 由来するの で あろ うか｡ 先代旧

事本紀 に よれ ば
, 健御名方神 は須佐之男命の 六世の 孫 で ある

ぬ な 力) わ

大国主神 と
, 糸魚川市 田伏の 奴奈川神社 に示巳ら れて い る ｢ 高

ぬ ま か わ

志の 沼河姫｣ の 問 に 生まれ た (岡田米夫
,
197 5) ｡ ま た古事記

に よ れ ば
, 健御名方神 は大国主神 の 次男的存在 で

, 長男の
こと しろ ぬ しのみ こ と た け み かづ ちの を の か み

事代主命 と異な り
,
天照大神 の 使者 で ある健吉之男神ら の 国

譲 りの 要求を拒 むが
,
敗北 して 科野国洲羽海 に逃げたと い う

(川 口 謙 二
,
19 93) ｡ あ る い は伊勢国風土記逸文に よ る と

, 伝

濃の 諏訪神 は伊勢 の 国の 神が風 に 乗 じて 移 っ て き た もの で
,

そ の 伊勢津彦命 は ｢ 出雲神 の 子｣ で ある (岡田米夫
,
1 97 5) 0

諏訪神社は
, 諏訪 や水内, 高志 - の 分布が認 め られ る 一

方,

出雲 あ るい は伊勢 との 結び つ き は 不明で ある｡

と こ ろで
, 諏訪大社上社 と下社 の 創把 は, 周辺に 船古墳 と

狐塚古墳,
ま た吉塚古墳が 作 られ た, それ ぞ れ 5 - 6 世紀,

7 - 8 世紀と考え ら れて い る｡ そ の 頃こ の 地 に あ っ た ｢ 洩矢

神｣ は 中部 日本に 広く勢力を も っ て い た (真弓常忠 19 75) ｡

ま た大宝元年 (70 1) の 大宝律 で は, 皇室 に ま つ ろわ ぬ 者 に

は近流, 中流,
遠涜が あ り, 続 日本紀の 聖武天皇神亀元年

(7 2 4) で は
, 諏訪 は中流 の 地と され て い る｡

そ の た め そ の 頃

編纂が企画さ れ た
, 風土記お よ び古事記 で は, 国 っ 神( 豪族)

は天孫族 か ら地方 に追 われ た と い う形式が採 られ たと推定さ

れ て い る ( 岡田米夫,
197 5) 0

す なわ ち諏訪周辺 に勢威を ふ る っ て い た豪族が 中央勢力 に

組み込 まれ る中で
, 須佐之男命 - 大国主神の 系列 に比定され ,

健御名方神 の 名が冠せ ら れ るよ う に な っ た と みら れ る｡ 中央

に抵抗する勢力で あれ ば
,

こ の 健御名方神はや が て 武神と し

て 伝 わ る こ と に な る｡ 同様 に
, 諏訪の 神の 風神と して の 性格

が, 諏訪 で 風を示巳らせ
,

さ らに 健御名方神が風神 と して 伝 わ

る こ と に な っ た も の と考え られ る｡ ただ し風祭の 行わ れ る 日

は, 長野県 で は諏訪神社 の 祭日 と対応する の に対 して , 新潟

県で は異 な る もの で あ っ た｡ そ の た め風祭と諏訪神社と の 結

び つ き は, 地域に よ り
一

様で は な い こ とが考え ら れ る｡

4 暮 風 の鎌と諏訪神社の 薙鎌と の か かわり

能登や信越国境の 神木 に打 ち込ま れ た鎌 は
, 風祭同様に 諏

訪神社に 結 び つ く 行事 で ある｡ と り わ け信越国境 の鎌 は
, 前

述の よう に 特異 な形態 で あり, 諏訪神社か ら もた らされ る も

の で あ っ たo

み は し ら さ い

諏訪神社 で は
,
7 年日 ごと の 申 ･ 寅年 に ｢ 御柱祭｣ が 行わ

お メ. ば し ら

れ
, 先端が削り落と さ れ た ｢御柱｣ が建て られ るが, 御柱と

なる木が選定さ れ ると き に , 上社で ｢ おね鎌打ち｣ と い っ て

目通 り の と こ ろ に打 ち こま れ る の が こ の 薙鎌で ある (真弓常

忠,
1 97 5) ｡ 薙鎌 は古く は奈伊加篤と よ ば れ たが , 奈多と お

な ぎ か ま

な じで ある ため
, 奈岐鎌 と して 鈍鎌と 区別さ れた｡ ま た薙鎌

は
, 背 の 羽状 の刻 み

, 目を あ らわす 円孔, 噴の 形状 な ど, 局

や龍な どの 動物の 形態か ら
,

生賛 を表し て い ると も い われ る

(桐原 健,
1 9 77) ｡ こ う し た薙鎌 を保有する郷社 は

,
上社勢

力圏の 諏訪 ･ 上伊那 で はなく
, T 社の 勢力圏下 に あ り, 下社

か ら御柱の 前年 に薙嫌が 使わ され て
, 信越

, 信遠
, 信美な ど

の 各国填 で 薙鎌が打 たれ た (藤森栄
一

,
1 96 2) ｡

すなわ ち
, 薙鎌 は諏訪神社 に 特徴的な鎌 の 形式で あり, 伝

越国境の 戸土で の 由来 の 通り で あれ ば
, 諏訪の 勢力範囲を明

示するため に
, 国境付近で 鎌打 ち神事が行われ たも の で ある｡

ただ し こ れ らの 鎌 は形式が 異な る こ とか ら
, 諏訪社の 式年配

布で はな く , 各社が そ れ ぞ れ に 行 っ た祭式 とみ られ て い る

(藤森栄
一

,
1 96 2) 0

さ ら に能登の 金丸や 日室の 諏訪社の 鎌の 形態が異な る こ と

は
,

こ う した鎌が諏訪神社上社下社の 薙鎌に と どま らな い こ

とを示 して い る｡ 諏訪神社 で も薙鎌 は室町時代ま で は上社の

祭具の
一

つ に 過ぎなか っ た の を
, 天正前後の f 社再興の 中で

神秘感 の 濃厚 な薙鎌 を風の 神信仰 また は明神蛇体説 に結 び付

けて 広 めて い っ た が
, 江戸中期頃まで 盛ん で あ っ た後に 急激

に さ びれ て い っ た と い わ れ る (藤森栄
一

,
19 62) ｡ また

, 法隆

寺五重塔の 相輪に 何本か の 鎌が刺 され て い るが
, 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 もの

と い わ れ る (藤森栄
一

,
1 9 6 2 ; 市川健夫

,
19 99) ｡ すな わ ち薙

鎌の 由来 は諏訪信仰以前 に 遡り, 各地 に お い て み られ た もの

表 3 各 地に みられる風鎌を 用 いる風習

強風の とき に, 鎌 を使 っ て 風 を鎮 め る祈願が 行 われ る｡ 文献 に 記 載さ れ た もの か ら主要 な例 を示 す｡ な お 御幣を 用い る も の

な ども類似 の 風習 と し て 含 め て い る
｡

地 域 鎌 の 使われ方 出 典

新潟 県東 蒲原 郡 三 川村 鎌 の 刃 先 を風上 に 向 け る 吉田郁 生
,
1 9 8 6

群馬 県吾 妻郡 嬬恋 村田 代 古 い 寄棟 の 萱葺 き屋根 の 様に は , 必 ずと い つ て よ い ほ ど風切 り嫌が 市 川健 夫,
1 9 9 9

つ けられ て い る

神 奈 川 県 津 久 井郡 藤野 町 台風 が 来そ うに な ると鎌 を長 い 竿 の 先 に 結び つ けて
,
民 家の 庭先 に 川 口謙 二

,
1 9 9 3

牧野 地方 立て て ｢ 風 は 下 - ほ お い ほ い｣ と叫ぶ

静 岡県 の 富 士 川以 西 二 百十 日頃 に , 各 家の 屋 根 に 竿 な どをた て て 風切 鎌 を結び つ ける 吉 野正 敏
,
1 9 9 9

愛知 県 二 百 十 日 に
,

ご神木 の 先 に 大 き な紙 袋や 御幣 を つ けて , 風除 け の 焚 谷 川健
一

,
1 9 8 3

天とす る

滋賀県 甲賀郡 鎌 を竿 の 先 に つ け る 朝 倉重徳
,
1 9 6 6

岡 山県勝田郡 風 の 吹く 日 は 鎌を竿 の 先 に くく り つ けて 庭 先に 立て
,
風 の 魔者が 通 広 戸風研 究班

,
1 9 8 0

る と切 り落 とす

愛媛 県松 山地 方 鎌 や包 丁 を竹竿 の 先に つ けて 風 上に 向けて 立 て る 愛媛 新 聞社,
1 9 8 5

愛 媛 県西宇 和 郡 御幣 を高 い 木 の 上に 立て る 愛媛 新聞社
,
1 9 8 5

愛 媛 県東宇 和郡城 川 町 風 に 向か つ て｢ トウ トウ｣ と大声 を発す る
o

二 百十 日
,

八 朔
,
盆 に は

, 愛媛 新 聞社
,
1 9 8 5

山上 で 焚火 を して 風祈祷をする
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富山県周辺 に お け る風祭 と風 鎌 に つ い て

と考え られ る｡

諏訪神社の分布は地域的に 限られて い る の に対 して ( 図1 1) ,

鎌立神事 は以 前に はさ ら に 広が っ て い た｡ 北野天神の 境内末

社の 那伊鎌神社, 紀州伊都郡見好村兄井 の 鎌八 幡宮, 福島県

安積郡豊田相成田 の 諏訪明神な ど に も あ り, 全 て が諏訪か ら

出た もの で はな い と さ れ て い る ( 柳 田国男
,
1 9 31 ; 桐原 鳳

1 9 77) ｡ ま た 甲斐の 西方郡部や 上野国の 山中で は大風の と き

に 鎌を竿 の先 に 結び付 ける (藤森栄 一

,
1 96 2) ｡ この よ う に屋

根の 上 や竿 の さ き に 風切鎌 を っ け る風習 も, 北 は 宮城県古川

か ら, 南 は九州 の 宮崎ま で あ り (桐原 健,
1 9 77) , 長野県周

辺部に 限 らず各地に 伝わ る (表 3) 0

すな わ ち鎌 に 関す る風習 は各地 に見出され る｡ 富山県内で

も各地 に 伝承さ れ て い る風切鎌の 風習 は
, 折々 の 強風 の 度 ご

との 風 を鎮め る祈願 で あ っ たの に 対し て
, 神木 へ の 鎌打 は こ

う した風習が 日を定 めて の 祭り の 神事 に 変 じた とも考え る こ

とが で きる｡

Ⅴ おわ りに

風の 災厄 を免れ る よ う祈願する風祭 は
, 富Lf｣ 県周辺 で も数

多く行わ れ て い る｡ 風祭 は山麓付近に 多 い は か平野部 に も分

布して お り, 不吹堂祭り や鎌祭り の よう な独特の 祭把が あ る｡

風神祭, 風宮祭, 風鎮祭 な どと よば れ る風祭が各地 で 行わ れ

て お り, 風鎮め が祈臆され る｡ こう し た風祭は とく に 山形,

信越, 伊豆, 福井, 伊勢 ･ 奈良, 周防灘 な どの 地域に 多 い
｡

そ の 祭 日 は夏季 に 多く, 8 月中旬か ら 9 月上旬に 集中して い

る｡ 風祭 は祭神や社両とか か わ り つ つ
, 多く の 要因が重層し

なが ら今日 の 分布や形態に 至 っ て い る｡ そう し た風祭 に つ い

て , そ の 由来や 変容 は以下 の よ う に推察 され る｡

は じめ に 強風 に よ る稲作や 漁な ど へ の 害 に対 して
, 風を鎮

め るた めの 祈願が行 われ た もの と考え られ る. 折々 の 強風に

対 して 個別に 祈願さ れて い た もの が
,

さ ら に 日 を定め て 豊作

や漁 の 安穏を共同で 祈願す る
, 風の 祭把 に つ な が っ た とみ ら

れ る｡ 風 の 祭把 はとく に風害の 甚大な 山麓部の 局地的強風地

域 に お い て 多く, さ ら に平野部や海岸部 で も広く行わ れ た｡

天武朝 で は風神が龍 田大社 に 配られ
, 風祭 は歌 に も詠 み こ

ま れ る よ う に な り, 風祭 は広く 知 られ て い た と考え られ る｡

風祭 は風鎮め の 祈願で ある が
,

と く に 農耕 の 厄除祈願で あ っ

た｡ 台風は古来最大の 気候災害の
一

つ で 稲作 の 被害 も甚大 な

た め
, 風祭が 行われ る の は, 台風の 襲来期で あ る八 朔頃が選

ば れ た｡ ま た同日 は 諏訪神社 の 祭日 で もあ る ため
, 諏訪信仰

が重層する よ う に なる｡ 二 百十 日が江戸時代 より広く 知ら れ

る よ う に な ると, 農村で は風祭が 二百十 日に 行わ れ る よ う に

な る｡

風 の 神 は本来自然神的性格を も っ が
,

さ ら に 祭妃 に 伴 っ て

不吹堂 の よ う に風祭の た めの 堂宇が作 られ て い っ た｡ 集団で

の 祭示巳は さ ら に修験 な どと結 び っ き , ま た例祭が6 月18 日 に

行わ れ る よう に観音信仰 と も結 び っ く な ど
, 地域の 多く の 要

因が風 の 祭把 に 関わ っ て い っ た｡ ま た平野部 や海岸部 に お い

て は
, 鎌 へ の 信仰が ある と こ ろ に 諏訪信仰が と もな い

, 強風

の と きに 風鎌を か か げて の 風鎮祈願が 広ま っ た｡ さ ら に風祭

に お い て 鎌打を する神事が行わ れ る よう に な っ た｡

藩政期 に も神社整理が あ り, 明治期 に も神社が合併 され た｡

富山で は風 の 神と して
, 龍 田風神が 勧請され た｡ 龍 田大社 で

行 われ た 四月 の 風祭 は田植え に先立 ち, 七月 の 風祭は収穫 に

先立 っ も の で あ っ た｡ 先の 八 朔や二 百十日 よ り も時期的に 早

く,
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,
霊的な存在を介 し て 豊作 を予祝す

る もの で あ っ た｡ 富山の 山麓郡で は台風以外 に も春 に 強風 が

起 こり や すく , 風祭も こ う した 時期 に 行わ れ て い た こ とが級

長津彦命の 勧請に つ な が っ た と考 え られ る｡

一

方で
, 風神は自然神 ゆえ に 必ず し も特定の 祭神 に 比定さ

れず, 風祭 もさ ま ざま な神社に 伝わ る こ と に な っ た｡ そ こ で

は風神 は顕在化せず隠れ る よう に な る｡ 風祭が 各地域 に有力

な神社 に帰属す る よう に なる こ と ば
, 風祭 を地域的に 変容 さ

せ る こ と に つ なが っ た｡ もと も と諏訪神社 の 多い 地域 な どで
,

多く の 風祭が伝わ っ た｡

さ らに 風祭 は
, 虫送り な どと 同時 に行 われ た り火祭り に 吸

収 され る な ど他の 祭把と習合 し
, 地域に よ っ て は境界神事 の

性格 もあ わせ 持 っ な どそ の 性格 を変え て い っ た｡ そう した風

祭 の 由来と変容に は
,

さ ま ざま な地域的な経緯が あ ると考え

られ るが
, 富山県周辺の は か の 地域の 実態 は未調査 で あ り,

今後の 課題 と した い ｡
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