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伊
勢
信
仰
と
民

間
に

お

け
る

風
鎮
め

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

小

出
亜
耶
子

　

近
代
以

降
科
学
の

発
展
に

よ
っ

て

原
理
が
解
明
さ
れ
る
ま
で

、

天
候
の

変
化
は
、

神
な
ど

何
ら
か
の

超
自
然
的
な
存
在
が
操
作
す
る
も
の

だ
と

考

え
ら
れ、

そ
の

存
在
と

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

を
と

り、

気
象
災
害
の

発

生

を

抑
え
る
た

め
の

儀
礼
が

お
こ

な
わ

れ
て

い

る
。

暴
風
が
吹
か
な
い

よ

う
に

祈
願
す
る
風
鎮
め
儀

礼
も
そ

う
し
た
儀
礼
の
一

つ

で

あ
る

。

伊
勢
信

仰
に

は

風
神
信
仰
と

し
て

の

側
面
が
あ
り、

そ
の

側
面
が
風
鎮
め
と
ど

の

よ

う
に
関
連
し
て

い

る

の

か

に

つ

い

て

考
察
し
て
い

き
た

い
。

　

日
本
書
紀
に

既
に

「

神

風
伊
勢
国
」

と
い

う
言
葉
が
あ
る

よ

う
に、

非

常
に

早
い

時
期
か

ら
伊

勢
は

風
と

の

関
連

性
を

持
つ

と

考
え
ら

れ
て

き

た
。

万
葉
集
に
も
す
で

に

「

神
風
の
」

が
「

伊
勢
」

を
導
く
枕
詞
と
し
て

登
場
し
て

い

る
。

こ

う
し
た
伊
勢
の

神
風
は
、

本
来
は

海
に

吹
く
風
の

こ

と
で

あ
り、

海
神
の

管
轄
で

あ
っ

た
ら
し
い

。

　
し
か

し
、

い

つ

し
か
伊

勢
の

風
信
仰
は、

伊
勢
信
仰
の

農
業

神
・

食
物

神
と

し
て

の

性
格
に
影
響
さ
れ、

風
雨
の

害
が

無
く
五

穀
豊
穣
で

あ
る

こ

と
を

祈
る

も
の

へ

と

変
化
し
て

い

っ

た
。

現
在
伊
勢
の

内
宮
・

外
宮
に

あ

る

風
日
祈
宮
と

風
宮
に

関
連
し
て

行
わ

れ
る
行
事
の

ほ

と
ん

ど

も
こ

う
し

た

農
業
に

関
連

す
る

神
事
で

あ
る

。

さ

ら

に、

蒙
古
襲
来
の

際
の

台
風

（
→

般
に

「

神
風
」

と

呼
ば
れ

る
）

が

風
日
祈
宮
と

風
宮
が

吹
か

せ

た

も

の

で

あ
る

と
い

う
認
識
が
広
ま
っ

た

こ

と

に
よ

り、

伊
勢
の

神
風
は
攘
夷

祈
願
の

対
象
と

も
な
る

よ

う
に

な
っ

た
。

　

国
家
単
位
で

行
わ

れ

る

攘
夷
祈
願
は

当
然
の

こ

と

と

し
て、

五
穀
豊
穣

の

た

め
の

風

鎮
め

に

つ

い

て

も
、

公
的

に

は

広

く
行
わ
れ

て

い

る

も
の

の
、

民
間
レ

ベ

ル

の

風
鎮
め

行
事
と

は

あ
ま
り
つ

な
が

り
が
見
つ

か
ら
な

い

（
そ
う
し
た
風
鎮
め
儀
礼
に

は
、

諏

訪
信
仰
や

地

方
の
ロ

ー

カ
ル

な

風

神
信
仰
と

の

結
び

つ

き
の

方
が
強

く
見
ら
れ
る

V

。

　

し
か
し
一

方
に

お
い

て
、

物
理

的
と
い

う
よ
り
は
む
し
ろ

霊

的
な

、

中

で

も
邪
悪
な
力
を
持
つ

風
に

対
抗

す
る

た
め
の

対
抗
措
置
と

し
て

「

伊
勢

の

神
風
」

に

対
す
る
祈
願
が

行
わ
れ

る
パ

タ
ー

ン

が

見
ら
れ
る

。

　

江

戸
時

代
に

現
れ
た

「

髪
切
り

魔
」

と

呼
ば
れ

る

怪
異
に

対
し

て

の

「

異
国
よ
り

悪
魔
の

風
の

吹
き
く
る

に

外
吹
き

戻
せ

伊
勢
の

神
風
」

と
い

う
呪

歌
、

あ
る
い

は

四
国
の

「

夜
雀
」

と
い

う
妖
怪
を

追
い

払

う
、

「

チ

ッ

チ
ッ

チ

と

鳴
く
鳥
を、

は
よ
吹

き
給
え

、

伊

勢
の

神
風
」

と

い

う
呪
歌

に

は
、

伊

勢
の

神
風
の

神
威
を
も
っ

て

害
を
与
え
る
も
の

を
吹

き
払
お

う

と

い

う
発
想
が
う
か
が
え
る

。

　

こ

う
し
た

発
想
が

出
て

き
た

背
景
に

は
、

伊
勢
信

仰
が

発
展
の

過

程

で
、

病
に

対
し
て

霊
験
の

あ
る

神
で

あ
る

と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
り

、

そ
の

霊
威
が

個
人
的
な

幸
福
を
祈
る

レ

ベ

ル

に

ま
で

達
し
て

き
た
と
い

う

変
化
が

あ
る
と

考
え

ら
れ
る

。

疫
病
流

行
の

際
に

、

「

神
風
や

よ

も
の

こ

と

の

葉
ふ

き
は
ら
ひ
ち
ら
ぬ

は
人
の

命
な
り
け

り
」

な
ど
の

、

神
風
が

疫

病
を
逆
に

吹
き
払
っ

て

く
れ
る

も
の

で

あ
る

と
い

う
発
想
が
見
ら
れ

る

歌

が
流

行
す
る

よ

う
に

な
っ

た
こ

と
か

ら
も
そ
れ
が

う
か
が
え
る

。

　

す
な
わ
ち
こ

う
し
た
呪
歌
は

、

「

実
際
の

風
」 、

物
理
的
な
空

気
の

移

動

で

あ
る

風
で

は
な

く
、

風
に

乗
っ

て

や
っ

て

く
る

と

考
え
ら
れ
た
も
ろ

も

ろ

の

災
い

を

神
風
の

霊
威
に

よ
っ

て

吹

き
払
お

う
と
い

う
観
念
が

現
れ
た

も
の

で

あ

り
、

髪

切
り
魔
や

夜
雀
に

対
す
る

呪

歌
は

、

こ

う
し
た

発
想
が

さ
ら
に

卑
近
な
レ

ベ

ル

に

ま
で

膾

炙
し
た
こ

と
か
ら
生
ま
れ

て

き
た
も
の

で

あ
ろ

う、

と

考
え
ら
れ
る
の

で

あ
る

。

　
こ

う
し
た

呪
歌
の

誕
生
の

根
底
に

は
、

伊
勢
信
仰
が

広

く
民

衆
に

広
ま
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り
、

「

伊

勢
の

神
風
」

と
い

う
キ

ー

ワ

ー

ド
が

広
く

知
ら

れ

て

い

っ

た
こ

と
が

あ
る

の

で

は

な
い

か
と

考
え
ら

れ
る

。

「

神
風
の

伊

勢
」

「

伊
勢
の

神

風
」

と
い

う、

枕
詞
で

あ
っ

た

キ

ー

ワ

ー

ド

が

民
俗
レ

ベ

ル

に

お
い

て

破

魔
の

効
果
を
持
つ

呪
文
と
し
て

機
能
す
る

よ

う
に
な
っ

て

い

っ

た

経
緯
に

つ

い

て
、

伊
勢
信
仰
の

広
ま

り
と
パ

ラ

レ

ル

に

整
理
し

て

い

く
ほ

か
、

民

俗
儀
礼
に

お
け
る

呪
歌
の

役
割
と

合
わ
せ

て

さ

ら
な
る

考
察
を

行
う
必

要

が

あ
る

。

神
道
祭
祀
に

お

け
る

祝
詞
奏
上
と

玉

串
奉
奠
に

つ

い

て

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
竹
内
　
雅
之

　
神
社
本
庁
傘
下
の

神
社
に

お

い

て

は
、

祭
祀
規
程
に

よ

り
祭
祀
の

式
次

第
が

定
め

ら
れ

て

い

る
。

そ
れ

に

よ

る

と
、

例

え
ば

月
次
祭
の

よ

う
な

小

祭
の

場
合

、

主

要
な

部
分
は

「

修

祓
」

「

宮
司
一

拝
」

「

神

饌
を

供
す
」

「

祝

詞
を

奏
す
」

「

玉

串
を

奉
り
て

拝
礼」
「

神

饌
を
撤
す
」

「

宮
司
一

拝
」

の

よ

う
に

な
っ

て

い

る
。

こ

の

式

次
第
の

原
型
は

明
治
八

年
の

「

神
社

祭

式
」

に

あ
る

。

例
え
ば、

官
国
幣
社
祈
年
祭
に

お
い

て
、

祝
詞、

玉

串
に

関
す
る

部
分
を

抜
き
出

す
と

「

神
官
ノ

長
官
祝

詞
ヲ

奏
ス
」

「

地
方
ノ

長

官
玉

串
ヲ

献
リ
拝

礼
」

「

同

官
員
拝

礼
」

「

神
官
ノ

長
官
玉

串
ヲ

献
リ

拝

礼
」

「

同
次
官
以
下

拝
礼
」

の

よ

う
に

な
る

。

こ

の

部
分
は

明
治
時
代
に

で

き
た

新
し
い

祭
式
で、

地

方
長

官
が

最
初
に

拝
礼
す
る

こ

と
に

よ

り

国

家
管
理
の

神
社
た

る

こ

と
を

体
現
し
て

い

る
。

星
野
光
樹
は

、

平
田

派

国

学
者
が

玉

串
に

「

捧
げ

物
」

と
い

う
新
し

い

役
割
を

見
出
し

た
こ

と
に

よ

り
、

近

代
の

玉

串
拝
礼
行

事
が
で

き
あ

が
っ

て

い

っ

た
、

と

指
摘

す
る

（
「

「

玉
串
ヲ

奉
リ
テ

拝
礼
」

に

つ

い

て

の
一

考
察
」

『

神
道
研
究

集
録
』

十

七
）
。

そ
れ
で

は
、

近

世
以

前、

玉

串
に

関

す
る

行
事
は、

ど
の

よ

う
に

行
わ

れ
て

い

た

の

で

あ
ろ

う
。

　

近

世
以

前
、

玉

串
関

連
行

事
が

確
認
で

き
る

の

は
、

宮
中
を

除
い

て

は
、

神

宮
の

み
で

あ
る

。

「

延
喜
祝
詞

式
」

六
月

月
次
祭
祝
詞
は
「

度

会

の

宇
治
の

五

十
鈴
の

川
上
に
大
宮
柱
太
敷
き
立

て

（
中

略
）

常
も
進
る

御

調
の

糸、

由
貴
の

御
酒
・

御
贄
を

、

横
山

の

如
く
置
き
足
ら

は

し
て

、

大

中
臣
太
玉

串
に
隠
り
侍
り
て、

今
年
の

六

月
の

十
七
日

の
、

朝
日
の
曲

豆

栄

登
に
称
へ

申
す
事
を、

神
主
部
・

物
忌
等
諸
聞
食
せ
と
宣
る
」

で

あ
る

。

こ

の

な
か

に

「

太
玉
串
」

の

語
が

み

え
る

。

そ
れ
で

は
、

改
め

て

玉

串
と

は

何
で

あ
ろ

う
か

。

河
野
省
≡

は

『

神
道
要

語
集
』

「

た
ま

ぐ
し

」

の

項

目
で

諸
説
を

紹
介
し
て

い

る
。

な

か

で

も
、

鈴
木
重
胤
の

「

八

重
榊
は

神

等
の

御
霊
を

寄
給
は

む

料、

太
玉

串
は

神
の

御
前

に

捧
げ
る

幣
な

り

け

り
」

と

い

う
説
に

多
く
の

ペ

ー

ジ

を

さ
い

て

い

る
。

発
表

者
は

学
者
よ

り

も、

現
場
の

奉
仕

者
の

意
見
に

注
目

し

た
い

。

外

宮

祠
官

御
巫

清
直
は

「

八

重

畳
八

重

榊
位
置
考
證
」

（
『

神
宮
神
事
考
證』

所
収）

の

な
か
で

太

玉

串
と

八

重

榊
の

違
い

を
指
摘
し

て

い

る
。

そ
れ
に
よ
る
と

、

一

本
一

本

の

バ

ラ

に

な
っ

た

榊
が

太
玉

串
で

、

合
計

＝
一
八
本
が
玉

串
御

門
の

前
に

規
則
正

し

く
配
置
さ
れ

て

い

る

の

が
八

重

榊
と
い

う
こ

と
に

な
る

。

内
宮

祠
官
薗
田

守
良
は
『
神
宮
典
略
九
」

「

祭
祀

用
具
」

の

最
初
に

玉

串
の

項

目
を
設
け
て

、

そ
の

意
義
を

「

此

榊
を

取
持
は

い

か
な
る

故
ぞ
と
い

ふ

に
、

内
宮
儀
式
帳
に
、

禰
宜

乃
捧
持
太
玉

串
仁、

大
中
臣
隠
侍
弖、

天
津

告
刀
乃
太
告
刀

、

厚
広
事
遠
多
々

倍
申

、

玉

串
発
由
如
件、

と

有
如
く、

大
神
の

御
光
の

い

と

ま
ば
ゆ

き
故
に
、

此

榊
を

挿
隠
れ
て

告
刀

申
す
よ

し

也
」

と

説
明
し

て

い

る
。

皇
太
神
宮
で

は
日

の

大
神
か
ら
放
た
れ
る

御
光

が
ま
ぶ

し

い

た

め

八

重

榊
と
太
玉

串
に

隠
れ

て

祝
詞
を
奏
上

す
る
と

い

う

の

で

あ
る

。

そ
れ
で

は
、

御
饌
都

神
を

祭
神
と

す
る

外
宮
の

玉

串
は
、

ど
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