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I は じ め に 奄美の社会変動 と 伝統文化

1963年か ら 80年 (昭和38�55年〕 ま で， 奄美
大島本島 に 南接す る 加計 百 麻島 の 西阿室 (瀬戸
内町〕 を 一貫 し て 調査 さ れた安斎伸教授 は ， 西
阿室の約20年 間 の 変化 に つ い て 次 の よ う に書い
て い る 。

「奄美大 島 の 南端 の 町， 古仁屋 に や っ と の 思
い で た ど り つ き ， 15 ト ン ほ ど の連絡船で加計日
麻島 の瀬相 に 着 く の に 一時間 ほ ど か か り ， そ の
あ と は ， ハ ブ の 出現 を 恐れ な が ら 細 い 山道 を 4
キ ロ メ ー ト ル ほ ど の 山越 え で あ っ た 。 ( 中 略〉
そ れ だ け に ， 峠 を 過 ぎ て 眼下 に 開 け た西阿室 の
海 と 家 と 緑の 田畑 は ， 桃源郷 と も 思 わ れた の で
あ っ た 。 家 々 は茅ぶ き の 通風 の よ い 素朴な も の

品 橋 統

で， 小 さ な 郵便局 も ト タ ン ぶ き で， 当 時す で に
聞 か れ て い た カ ト リ 、ソ ク 教会 も 一般の イ メ ー ジ
と は程遠い ， 茅ぶ き の 民家が使用 さ れ て い た 。

旅館 も な い村の こ と で あ る の で， カ ト リ ッ ク
信者の仰オ キ 子 さ ん が宿所 を 提 供 し て く れ た
が9 電気が夜間 し か流れ な い の で， 昼 間 は ラ ジ
オ も き か れず， 扇風機 も 冷蔵庫 も な く ， 冷た い
ピ ー ノレ を 欽む な ど 見果 て ぬ夢 で あ っ た 。 乗物 は
せ い ぜ い 郵便局 の 配達用 の 自 転車に と ど ま り ，
村の人た ち は 徒歩 で 山 越 え し て ョ 船 に 乗 っ て 古
仁屋へ行 き ， 買 物 も 一 日 が か り で あ っ た 。 電話
を ひ い て い る の も 郵便局 だ け で， 小学校に も 電
話 が な く ， 現在で は と て も 想像で き な い よ う な
状態で あ っ た 。

村民 の生活 は 半農半漁の 自 給 自 足 で， 紬織 も
低調 で ， 現金収入は極端に 少 な く ， 村民 の生活
は貧 し く ， グ ン ギ ン 山 の 下 の浜沿い の墓地 も 荒
涼 と し て お り ， 神 山 中腹の厳島神社 も 朽 ち 果 て
る 寸前 の 様相 を 示 し て い た 。

し か し， 小学校の校庭 は は だ し で飛び廻 る 数
十名 の 子供た ち で活気 を 呈 し， 村人た ち は 人間
味 に 溢れ て ， 互 い に 助 け合い， 調査 に も 極 め て
協力的 で あ っ た 。 J ( l )

こ の よ う に 最初 の 調査行 の 印象 を 活 々 と 描写
し， さ ら に そ の 後 の 変化 に つ い て 極め て 興味深
く 次の よ う に 記述 し て い る 。 長 く な る が ， も う
少 し 引用 し て み よ う 。

「西阿室 の 変化 と い え ば， こ の20年近 く の 変
化 に は 眼 を み は る も の が あ り ， 1978年 (昭和53
年〕 に は ， 古仁屋か ら 瀬相 ま で の 連絡船双葉丸

(15 ト ン ) が フ ェ リ ー か け ろ ま (123 ト ン 〉 に と
っ て 替わ れ 西阿室へ の 山越え は過去の夢 と な
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れ 1980年 ( 昭和55年〉 に は瀬相 か ら 西阿室 ま
で パ ス が 開通 し た 。

自 転車は 消 え て パ イ ク と 自 動 車 が 村 内 を 走
り ， ほ と ん ど の 家 が テ レ ピ ・ 冷蔵庫 を購入 し，

50世帯 を 越 え る 過半数の 家 が 自 宅 に 電話 を ひ く
よ う に な っ た 。

郵便局 も 教会 も 帯酒 な モ ノレ タ ノレ 建 築 に 変 わ
り ， 1976年 (昭和51年〕 に は 半永久的な朱塗 り
の コ ン ク リ ー ト 造 り の 神社が建立 さ れ， 小学校
に も 立派 な 体育館が設置 さ れ， 茅ぶ き の 家は姿
を 消 し， 本土風 の 家屋 も 建 て ら れ， 墓地 も 見事な
墓石群で見違 え る 様相 を 呈す る よ う に な っ た 。

道路交通 の 整備， 電化 の 普及 で西阿室 の生活
は 1963年 当 時 で は 想像 も で き な い ほ ど便利で快
適な も の に な り 変 っ た が ， し か し， な に も か も
よ い こ と ず く め で は な く ， 極 め て 深刻 な 問題 も
増大 し て い る の で あ っ て ， 農業 は崩壊 し， 漁業
は ま っ た く 衰退 し， 村は生産中すか ら 消費村へ変
化 し た ばか り で は な く ， 過疎の 進行 に よ っ て 青

壮年層 が 激減 し， こ こ 十年来， 年金な ど の 収入
が大 い に 伸 び て 経済的に は裕福 に な っ た も の の
高齢者年金村の性格 を 強 め て い る 。

1963年調査 当 時， 122世帯， 住民420名 で あ っ
た の が， 1980年 に は88世帯， 住民154名 に 減 り ，
西阿室人 の 社会活動の源泉 で あ れ 文化 セ ン タ
ー と も い う べ き 小学校の生徒数は1980年度 で僅
か に 8 名 と 落込み， さ ら に減少 の 傾向 に あ っ て ，
近 い将来， 廃校の危機に 晒 さ れ て い る 。 J (2)

表 1 地区別人 口 ・ 世帯の推移
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安斎教授が端的 に指摘 し て い る 農漁業 の 崩壊な
い し衰退， 生産村か ら 消費村へ と い う 生活構造
の 激変 は ， い う ま で も な く 高度経済成長の 直接
の影響 だ が， こ う し た 状況 は他の 奄美村落で も
大同小異 で あ り ， 過疎高齢化 の 進行 も 極 め て 深
刻 な一般的現象 で あ る 。 例 え ば 「過疎地域問題
調査報告書J (昭和50年〉 に よ る と ， 昭和 30
年， 40年， 49年 の 瀬戸内 町 の 人 口 お よ び世帯 の
推移は ， 表 1 の よ う に ， 古仁屋市街地 で は 次第
に増加 し て い る の に 対 し， 村落部 (古仁屋市街
地以外) で は ， こ の 聞 に ほ ぼ半減 し て い る 。 ( 3 ) 
こ の 傾向 は， そ の 後 も さ ら に 継続 し て い る で あ
ろ う 。 報告書で は 次 い で ， 奄美群島広域市町村
圏 の 課題 と し て ， 奄美全域の 一市 ト三町村が そ
れぞれ一定 の機能 を 重点的 に 分担す る こ と に よ
っ て ， 過疎現象 に歯止 め を か け よ う と ， 政策 目
標 を 掲 げ て い る が， 表 2 に み る 如 く ， 村落部で
農林漁業 を 再興 し た り ， 鉱工業 な ど 産業開発を
すす め る 有効 な 手 だ て が果 し で あ る も の だ ろ う
か。 ま た 広域観光 の 推進 と か教育や 医療 の整備
が字句 だ け の 目 標 に 終 っ て し ま う お そ れ も 少 く
な い の で は な か ろ う か。 ( 4 ) 

と こ ろ で， 過疎 は 主 に 青壮年層 の 人 口 流 出 に
よ る も の だ か ら ， 当 然 の 結果 と し て 人 口 の 高齢
化が起 る 。 大島支庁 に よ る 昭和55年国勢調査 の
65歳以上の老人人 口 比率 を み る と ， 名瀬市 を 除
く 郡部 の 平均 は 16. 45ぎ で あ る が， こ れ は厚生省
が最近発表 し た ， 昭和75年 の全国平均の老人人
口 比率推計 15園 57% を 既 に 20年先行 し て 越 え て
い る こ と に な る 。 な お 名瀬市 で は 9. 2% で， こ
れ は 同年 (昭和田年) の全国平均9. 09% と ほ ぼ
同 じ で あ る 。 ま た鹿児島県 の 平均値は 12. 71%
で全国平均 を か な り 上 ま わ っ て い る が， 奄美町
村の場合 は すべ て さ ら に 上 ま わ り ， 瀬戸 内町18
%， 喜界町18. 4% ， 住用村18. 6%， 宇検村に 至
つ て は21. 8% で あ る 。 ( 5 ) 

さ て ， 昭和30年代後半か ら 40年代の高度経済
成長 は全国 的 に さ ま ざ ま な社会変動 を ま き 起 し
た が， 奄美で は 上述の よ う に ， 村落社会 に お け る
過疎高齢化 と 生業や生活構造の激変を も た ら し

た。 西阿室 は そ の典型的 な例の一つ で あ る と 云
う こ と が で き ょ う 。 安斎教授は そ う した社会変
動 を 宗教的側面 か ら 調査研究 し， 極 め て 示唆深
い成果 を 報告 し て い る 。 西阿室 に は大正期 に 大
本教， 戦後 は 日 蓮正宗 ・ 創価学会が移入 さ れた
が ， と り わ け 注 目 さ れ る の は戦後の カ ト リ ッ ク
の 布教で， こ れ が こ の 村落社会 を 特色づ け る 最
大 の も の で あ る だ け に ， 安斎教授 も こ れ を 中心
に 考察 さ れ て い る 。 そ し て こ こ で は奄美の伝統
的民俗宗教 と し て の ノ ロ 祭加や ユ タ 信仰 は ， 調
査発足 当 時す で に 全 く 崩壊 し， 過去の も の と な
っ て い た の で， 当 然， 調査研究 の対象 に な っ て い
な い 。 ノ ロ 祭示日や ユ タ は薩摩支配 に よ る 禁圧，
明治以降の 神社神道の影響， さ ら に 戦後 の 社会
変動な ど で， 昭和30�40年代に は か な り 衰退 し
て し ま っ た よ う で あ る が， そ れ で も 当 時， こ の 西
阿室 の よ う に 全 く 崩壊 し て し ま っ て い た の は ，
安斎教授の 云 う よ う に珍 し か っ た で あ ろ う 。 ( 6 )  
ノ ロ 祭間 そ の も の の 崩壊や ノ ロ の ユ タ 化 な ど に
よ る 村落祭杷 と し て の 機能喪失 は ， 奄美村落 に
早 く か ら み ら れた一般的傾向 で あ る が， ( 7 j そ
れ は高度経済成長以後 の社会変動で， さ ら に 一
層助長 さ れ て い る 。 し か し， r ノ ロ 祭甜集団 は
ま っ た く 崩壊 し去 り ， ト ネ ヤ や ア シ ャ ゲ の 神屋
も 跡か た も な く 取 り 払わ れ， 村落最後の ノ ロ と
い わ れた ハ ン ズノレ老女 は カ ト リ ッ ク 信徒 に ， ノ
ロ の補佐役 ク ジ ュ ヌ シ の 義 田老 は 日 蓮正宗 ・ 創
価学会の 信者 と な り ， 村落行事 と し て の ノ ロ の
神祭 も 通過儀礼 も も はや村落 で は 古老 の 話 に よ
っ て ， そ の 諸相 を 知 る ばか り と な っ たJ ( 8  j と
云 う 西阿室 の よ う な村落 し か ， す で に 今 日 で は
み る こ と が で き な い ， と は必ず し も 云 え な い の
で は な い か。 た し か に制度的に は崩れ， 甚 だ し
く 機能喪失 し て い る に し て も ， ノ ロ 祭間の何 ら
か の 残存が認め ら れ る 村落は今 日 で も 若干 は あ
る の で あ る 。

本稿 は 以上 の よ う な 問題関心か ら ， 過疎高齢
化が著 し く 進展 し て い る 奄美村落社会 に お い て
の ， 伝統的 な ノ ロ 祭記 が ど の よ う に 残存 = 変容
し て い る か を ， フ ィ ー ノレ ド ワ ー ク に よ っ て 考察
し よ う と し た も の で あ る 。 か か る 視角 か ら 社会
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変動 と 民俗宗教の 関係に 接近すれば， 奄美伝統
文化 の 変容 の 一端 に触れ る こ と に も な る か と 思
フ 。

11 調査地宇検の概況
1 .  歴史的背景

奄美大島本島 の 西南部 に は ， 東 シ ナ海 に 面 し
て 焼内湾が奥深 く 入 り こ み， そ の沿岸に十数個
の 集落が点在 し て い る が， そ れ が 宇検 村 で あ
る 。 湾 の 入 口 に 技手久島 が あ る た め 外洋の荒波
が 防がれ， 湾 内 の 海面 は ま る で湖水の よ う に静
か で， 変化 に 富 ん だ入江 の風光 は ま こ と に 美 し
い 。 湾 内 に は 良港 が 多 く ， 遠近海漁船の避難港
に も な っ て い る 。 調査地宇検部落は 湾 の 北側入
口 に あ る が， 枝手久 の 島影 に す っ ぽ り か く れ，
外洋か ら 全 く 遮断 さ れ て い る 。 ( 図 1 参照〉

焼内湾に は 山 が 蔽 い かぶ さ る よ う に 迫 っ て い
る の で， ど の集落 も 沿岸 の わ ずか の 平地 に 人家
が寄 り 集 っ て い る 。 湾 の 南側 の 山 向 う は瀬戸内
町で， 大 島海峡 を 隔 て て す ぐ前に加計日麻島が
あ る 。 北側 の 湯湾岳は奄美 の 最高峯 で (694 メ ー
ト lレ)， 頂上 に は 島建神 と 伝 え ら れ る 神が和 ら れ

て い る が， こ こ が 大和村 と の境界に も な っ て い

図 1 宇検の位置
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る 。
と こ ろ で慶長， 元和期 に 始 る 薩摩 の 奄美支配

は ， 琉球王朝時代の行政区域 で あ る 間切制 を踏
襲 し た よ う だ が ， 寛永期 (1624�43) の 家譜か
ら ， 当 時， 屋喜内 ( ヤ キ ウ チ〕 間 切 に 与人 と 称
す る 島役が あ っ て 世襲 さ れ て い た ら し い こ と ，
そ の 与人 の妹や娘が大和浜の ノ ロ に 任ぜ ら れて
い る こ と ， な ど が窺われ る と 云 う 。 ( 9 ) こ の こ
と か ら ， 17世紀すで に焼内 〔屋喜内〕 間切は現
在の 宇検村だ け で な く ， 大和村の一部 を 含ん で
い た と 考 え ら れ る が， そ の後の 享保期 (1716�
36) の 改編 で は焼内間切が宇検方 と 大和浜方に
二分 さ れ， 宇検方 に は現在 の宇検村の各部落 と
大和村の一部が入 っ て い た。 ( 10) こ の焼内 間切
宇検方 が 明治維新後 に焼内村 と な り ， 明治 5 年

(1872) に は与人 が戸長 (村長) に ， 間切横 目
が副戸長 (収入役〕 に な る の だ が ， そ れ ま でず
っ と 与人や横 目 役 は宇検部落の碇家に よ っ て 世
襲的 に 担わ れ て き た の で あ る 。

だ か ら 焼内村の 役場 も 当然， 宇検部落 に お か
れ戸長 ・ 副戸長 も 碇家か ら 出 た し， 明治 8 年 に
は 郷校 も 宇検 に 開校 さ れ た の で あ る 。

し か し な が ら ， 明治 も 中期 に な る に つ れ， 行
政 お よ び学制 の整備改革がすすみ， や が て 役場
は 回検 に 移 り ， 小学校 も他の諸部落 に 設立 さ れ
る な ど ， 宇検部落の 比重は低下す る 一方 で あ っ
た 。 そ れが決定的 に な る の は 明治末か ら 大正は
じ め で， 大正 6 年 (1917) に は焼内村が， 現在
の よ う に 宇検か ら 屋鈍 ま で の 14部落 を 含む宇検
村 と な れ そ の 中心地区 の湯湾 に 役場が設置 さ
れ る こ と に な っ た の で あ る 。 (11 ) い ず れ に し ろ ，
宇検部落が薩摩支配下 で 間切や方 の 中心 で あ っ
た の は 一つ に は ， 外洋に面す る 大和浜 に 続 く 焼
内湾 の 入 口 で， 戦略的 な要衝だ っ た か ら で は な
か ろ う か。 奄美大島 が薩摩の琉球貿易 の 中継地
と し て ， 道の 島 と よ ばれて い た 頃 に は ， 宇検 も
何 ら か の役割 を 果 し て い た も の と 思わ れ る が，
そ れ も 明治以降は全 く 意味 を 失 っ て し ま っ た の
で あ ろ う 。

- 4 ー (1 17)
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図 2 宇 検 の 家 屋 配 置 (昭和52年〕
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さ て ， 名瀬か ら 湯湾 ま で57 キ ロ ， s に た っ た
二使の パ ス は重畳た る 山路 を 住用村 を 経 て ， 2 
時聞か か っ て や っ と た ど り つ く 。 湯湾か ら 宇検
ま で は さ ら に 30分か か る が， 乗客が ご く わ ず か
の た め ， 近頃で は 湯湾止 り の こ と も あ る と い う 。
名瀬か ら 海岸線 を 通 る も う 一つ の パ ス 路線 は 大
和村の今里 が終点 で ， 宇検 に 出 る に は歩い て 山
越 え し な く て は な ら な い か ら 誰 も 利用 し な い。
湯湾 に は役場 も あ る し 旅館 も あ る の で， 調査 の
た め に は 此処 に 泊 り ， 毎 日 ク ル マ で宇検 ま で通
う と い う こ と に な る 。 と に か く 宇検 は離島奄美
の 中 で も ， さ ら に 陸 の 孤島 と い っ た感 じ で， か
つ て は奄美の入 口 の 一つ で、 あ っ た の に ， 今で は
最涯 で の ド ン ヅ マ リ な の で あ る 。

以下 は そ の 宇検 で の 調査資料の若干 を ， と り
あ え ず覚書 き と し て ま と め た も の で あ る 。 調査
は 昭和58年 8 月 と 59年 4 月 に ， それぞれ数 日 ず
つ 私が予備調査 を し， 59年 8 月 に は 10 日 間， 私
と 清水浩昭氏 (厚生省人 口 問題研究所人 口 移動
部移動科長) が12名 の 大学院生 と と も に ， 祖先
祭前日 (盆行事) を 中心 に 本調査 を 実施 し た 。 (12)
さ ら に59年10月 に 数 日 間， r九月 九 日 の ノ ロ 祭
り 」 を 私が単独で調査 し た 。 調査 は村落祭租(豊

年祭) を 中 心 に 60年 に も 継続す る 予定 だ が， 調
査資料 は か な り の 分量 に な る 見込な の で， 徹底
し た資料分析 に は な お か な り の 時 日 が か か り そ
う で あ る 。 し た が っ て 本稿 は 正式の調査報告が
出 る ま で の ， 中 間報告 の 一部 に す ぎ な い 。

2. 人 口 と 世帯 か ら み た 過疎高齢化
昭和59年 4 月 1 日 現在 の宇検部落の 住民基本

台 帳 に は ， 世帯番号が 1 か ら 74 ま で の 世帯別の
カ ー ド が収録 さ れ て い る が， 実際に は欠番が 5
ッ あ る か ら 69世帯 で あ る 。 と こ ろ で， 昭和52年
(1977) の 各部落 ご と の 現況調べ の 宇検 の個所

を み る と ， ( 13 ) 部落内 の建物 に 1 か ら 92 ま で の
番号が つ け ら れ て い て ， そ の う ち 住居以外の公
共的な 特殊舎屋が16あ る か ら ， 76世帯 の住宅が
あ る の だ が， こ こ で も 実際 に は 空家が10戸 も あ
っ て 欠番に 等 し く ， し た が っ て 66世帯で あ る 。

( 図 2 参照〉 前者 と 後者では具体的 な 世帯の 出
入 り に ズ レ が あ る か ら ， 家屋 と 世帯 の 内容 は 同
じ で は な い が， いずれに し ろ ， と と 7 � 8 年，
少 く と も 5 �1O戸の 空家が あ る わ け で あ る 。

部落 を 一巡す る と ， 空家の 他 に あ ち こ ち に 空
地 が 目 立つ が， こ れ ら の 中 に は元農地で あ っ た
と こ ろ も あ る け れ ど ， 明 ら か に 住居跡 と み ら れ
る も の が 少 な く な い 。 そ し て 53年か ら 現在ま で
に ， 他出 し た世帯 の 空家 を 譲 り う け た り ， そ の
住居跡 に 新築 し て 移 っ た も の が 5 例， 別 の 空地
に 新設 し た 世帯 が 3 例 あ っ て ， 部落 内 で の住居
の 移動 も か な り 多 い 。

昭 和52年 の 前 は ， 昭和43 (1968) 年 の 世帯数
が75で， こ の 当 時 に 欠番な い し空家が ど れ く ら
い あ っ た か は不明 だ が， お そ ら く 昭和52年ほ ど
で は な か っ た で あ ろ う 。 さ ら に そ の 10年 ま え の
昭和33年 (1958) の世帯数は91 で ， こ の 頃は高
度経済成長以前 だ か ら ， こ れに は欠番は ま ず な
か っ た と み て よ い 。 ( 1 41 過去の世帯移動の デー
タ を 十分 に お さ え て い な い の で， た し か な こ と
は 云 え な い が， お そ ら く 昭和30年代， 高度経済
成長以前 に 90世帯ほ ど で あ っ た の が ， 40年代 に
入 っ て 70世帯程度 に減少す る と い う 過疎化 の状
況 が お こ り ， 今 日 に 至 っ て い る の で は な か ろ う
か 。

過疎化 は 世帯 (戸) 数の減少 だ け で は な く ，
青壮年が他出す る こ と に よ る 人 口 の減少で も あ
る 。 こ の 人 口 減少 は ， 世帯 (家族〉 員数の減少
そ の も の で も あ っ て ， さ き の 昭和33年 の 91世帯，
人 口 443名， 平均家族員数4. 8人 か ら ， 昭和43年
に は75世帯， 人 口 283名， 平均家族員数3. 6人 と
減少 し， そ し て 昭和53年に は68世帯， 人 口 164名，
平均家族員数 2. 4人 に な り (15) さ ら に 昭和59年
に な る と ， 69 世帯， 人 口 155名， 平均家族員数
2. 25人 と い う 具合 に 減少 の一途 を た ど り ， 結局，
こ の20数年 で世帯 (戸) 数が 1/4 減 り ， 人 口 が
2/5 に 激減 し， 平均家族員数が半分以下 に な っ
て し ま っ た わ け で あ る 。

そ し て ， こ の よ う に し て 挙家他 出 お よ び分離
他 出 し た 世帯や個人 の ほ と ん ど は， 表 3 に み る
如 く ， 名瀬， 鹿児島， あ る い は 関西や東京方面
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へ移住 し て い る が ， も ち ろ ん そ れ ら の 人 々 も 故
郷宇検 と の 結び、つ き を な く し て し ま う わ け で は
な い。 移住先で こ の 紐帯 を 強化す る た め に組織
し て い る の が宇検郷友会で ， 現在， 名瀬で80世
帯， 鹿児島 で 118 世帯(個人世帯 を ふ く む) が そ
れぞれ加入 し て い る 。 こ れ は故郷宇検の 世帯数
を と も に 上 ま わ っ て お り ， 正 に 過 疎 を 象徴す る
一つ の事実 だ と 云 う こ と が で き ょ う 。 ( 1 6)

さ て ， 青壮年層 の 他 出 (表 4 参照) は ， 云 う ま
で も な く ， 人 口 お よ び世帯 の 高齢化 を も た ら す。
次 に こ の こ と を 住民基本台帳か ら 分析 し て み よ
う 。 (昭和田年 4 月 1 日 現在〕

表 5 は宇検部落全住民の 男 女 年 齢 別 人 口 だ
が， こ れ を 14歳以下 の 幼少年， 15�64歳 の 青壮
年， 65歳以上の 老年層 に 分 け て 人 口 構成 を みた
表 6 で は ， 65歳以上の 老年人 口 率 (老人人 口 比
率) が27. 1% も あ っ て ， こ れ は 第 1 章で触れ た
昭和田年 の宇検村全体 の 老年人 口 率21. 8% を さ
ら に 大 き く 上 ま わ っ て い る 。 (118ペ ー ジ 参照)
こ の よ う な 老年層 が ど の よ う な 世帯 に お い て 家
庭生活 を 営 ん で い る の か， を 家族構成か ら み て
み る と ， ま ず全家族 (世帯) を 対象 と し た表 7
の世代別家族構成 で は ， 一世代家族が71. 0%， ニ
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表 6 男女年齢 ( 3 区分) 別人 口 構成

| 年 齢 j 総 数 | 男 l 女 l
} 総 数 I 155(100. 0) 1  77(100. 0) 1 78(100. 0) 1 

0 - 14 14 (ω9. 0的) 9 (α11 . 7η)1 5 (ω6. 4心) 1

l l 叩 1 
:
拍
9 ( 

臼…9
的1小〕1Vlド4山

6の〕…[「「円5印似川O川山(何64 1 〕 l 
65歳以上 1 42 (27. 1) 1  19 (24. 7) 1 23 (29. 5) 1 

世代家族が 24. 6%， 三世代家族は 4. 4% で皆無
に近 い 。 そ し て 夫婦 の み が49. 3% で約半分， 夫婦
と 子供が18. 8% だ が単独世帯 も 20. 3% あ る 。 69
世帯 の う ち 65歳以上の老人が い る 高年齢者世帯
が30世帯 あ る の で， こ の 30世帯 に 限定 し て 同様
に み て み る と ， 表 8 の よ う に ， 一世代家族が大部
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表 7 世代別家族構成

ff lJ数 /J' λJEιR可
竺-竺J竺竺. 0と I��竺二の 13 竺久一三竺当

判世帯 臨
そ

5

の

(

他
時

7

の

3) 14 (20. 3) 
山0. 3) I 1 (1 .  5) 

1 (1 .  5) 

3 (4. 4) 

| 土三 I-�J-' -� * 11* i!t *' AA!fJî �.:r{ß; I �1!1li!t*' 
そ の他の
親族世帯

総 数 I 30(100. 0) I 16 (53. 3) I 13 (43. 3) I 2 (6. 7) I 1 (3. 3) I 9 (30. 0) I 5 (16. 7) 
一 世代 I 23 (76. 7) I 13 (43 . 3) I 13 (43 . 3) I 一 I - I 9 (30. 0) I 1 (3. 3) 
二世代 I 4 (13 . 3) I 3 (10. 0) 
三世代 I 3 (10. 0) 

2 (6. 7) I 1 (3. 3) 1 (3. 3) 
3 ( 10. 0) 一一一一 一一一一一一一

分 で76. 7%， 二世代が13. 3%， 三世代が10% と
わ ず か し か な い 。 そ し て 夫婦 の み が43. 3% で ，
単独世帯 は30. 0% も あ る 。 と い う こ と は ， 老人
の ほ と ん ど は 夫婦 だ け か， 一人 き り の世帯 な の
で あ る 。

こ の こ と を ， 宇検の全住民が ど の よ う な 家族
形態 に そ れぞれ帰属 し て 家庭生活 を 営ん で い る
か に つ い て ， 5 歳年齢幅で み て みた表 9 で あ ら
た め て 見直 し て み る と ， 65�69歳で は夫婦 の み
が71. 4% だ が， 70�74歳 で は そ れ が54. 6% に ，
75�79歳で は 33. 3% へ と 高齢に な る ほ ど減 り ，
逆 に 単独世帯 は こ の 数字 が 同 じ年齢層 の順で，
7. 1 % か ら 18. 2% に ， さ ら に 41 . 7% へ と 増 え て
い る 。 つ ま り 当 然 の こ と な が ら ， 老人夫婦 も 高
齢 に な る ほ ど配偶者 を 失い ， 孤独な 一人暮 し に
な る の で あ っ て ， こ の こ と は65歳以上の 老年人
口 で は夫婦世帯が52. 4%， 単独世帯が21. 4% で
あ る の に ， 75歳以上の超老年人 口 で は そ れぞれ
が35. 3% と 並ぶ よ う な数字に も 現わ れ て い る の
で あ る 。 い ず れ に し ろ ， 以上み て き た よ う に ，
宇検 は 云 う な れ ば， 超過疎 ・ 超高齢化社会な の

で あ る 。

3.  親族 と 婚姻
昭和59年 4 月 1 日 現在， 宇検部落 の 69世帯の

う ち ， 教員住宅 の 2 世帯 (隣の 久志部落 に あ る
久志小 ・ 中学校教員) を 除 く ， 67世帯 の 姓 を 数
え て み る と ， 何 と 34 も あ る 。 こ の う ち 西， 前 田，
中村の 3 ッ は宇検以外の 出身者の 姓 だ か ら ， そ
れ を 別 に し た64世帯で も 31姓 あ っ て ， 津 田 が 8
世帯， 福 山 が 6 ， 政， 梧久， 川 淵 が各 5 ， 要，
植 田 ， 碇元が各 3 ， 麓， 高 田 ， 浜 田 が各 2 世帯
で ， あ と は 1 世帯 だ け の姓が20で あ る 。 わ ず か
64世帯な の に ， な ぜ こ ん な に 多 く の 姓が あ る の
か。 そ れ は改姓に よ っ て ， い ろ い ろ な 姓 が で き
た か ら で あ っ て ， 元の姓で数え 直 し て み る と 17
に な る 。

周知の よ う に 奄美 に は一宇 姓 が 極 め て 多 い
が， そ れ は 十八世紀， 薩摩藩が若干の 与人階層 を
郷土格 に 取 り 立て た と き ， 一字姓 を 名乗 る こ と
し か許 さ な か っ た の で， ( . 7) こ の こ と が 明治維
新後 の 一般へ の 姓氏開放に も 影響 し た か ら だ，
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表 9 年齢別家族帰属率

奄美 ・ 宇検の社会変動と民俗宗教

その他の
親族世帯

核 家 族 世 帯 | 
年 齢 | 総 数 |一一一一一一一一一 一一一 | 

円 | 小 計 | 夫婦のみ 1 夫婦 と子供 ( 片親と子供 l
い則00. 0) ! 1辺 倒 7) I 66 ω 6) I 49 例 6) I 7 (4 5) I 

6(100バ ) I 6(100. 0) I - 6(100. 0) I ←  
5 - 9 I 4(100. 0) I 3 (75. 0) I - 3 (75. 0) I 
10 - 14 I 4(10C ぺ ) I 4(100. 0) I 一 I 4(100. 0) I 
15�19 I 6(100. 0) I 5 〔白. 3) I 一 I 5 (出. 3) I 

4(loo- 0〕 ) 一
一一一一--， --

5 (71 .  4) I -
4 (66. 7) I 一

。 - 4

20- 24 I 4(100. 0) I 
25- 29 I 7(100. 0) I 
30-34 I 6(100. 0) I 
35-39 I 5(100. 0) I 
40 -44 I 3(100. 0) I 

45-49 I 10(100. 0) I 
50- 54 I 11(100. 0) I 
55- 59 I 21(100. 0) 
60- 64 
65- 69 

26(100. 0) 

4 (50. 0) I 
2 (66. 7) I 
6 (60. 0) 
9 (81. 8) 

20 (95. 2) 
24 (92. 3) 

凶00. 0) I 1 1  (78. 6) 

11(100. 0) I 7 (63 . 6) I 70-74 
75-79 
80-84 
85-89 

12(100. 0) 
4(100. 0) 
1(100. 0) 

峨以 上 I 42(100. 0) I 
竺竪土L 17(… 而

26 (瓦五山
日目J

1 (33立

6 (54. 6) I -
4 (33 . 3) 
1 (25. 0) I 
1(100. 0) I 

単独世帯 | 
14 (9. 0) I 
一
一
一
一

3 (75. 0) I 
4 (57. 1) I 
3 (50. 0) 
3 (60. 0) 

1 (25. 0) I ー
1 (14. 3) I 一
1 (16 . 7) 
1 (20. 0) I 

1 (16. 7) 

1 (33. 3) I 1 (33 . 3) I ←  
4 (40. 0) 1 -
2 (18. 2) I 
1 (4. 8) 
7 (26. 9) 
1 (7. 1) I 

2 (18 . 2) I 一
1 (4. 8) I ←  
1 (3. 9) 1 (3. 9) 

1 (7. 1) 

、Bノ旬i-A叶uft、、守aよ 2 (18. 2) 
5 (41 . 7) 
1 (25. 0) 

2 (16. 7) I 一

19 (12. 3) 

1 (25. 0) 
1 (25. 0) 

1 (16. 7) 

2 (28. 6) 
1 (16. 7) 
1 (20. 0) 

4 (40. 0) 

1 (4. 8) 
1 (3. 9) 
2 (14. 3) 

2 (18. 2) 
1 (8. 3) 
2 (50. 0) 

22 (52. 4) I 3 (7 出
6 山) I 2 (11 . 8) I - 、，ノqJ

 

Fhu

 

つリ〆，‘\pb

 

9 ω 4) 7 (16 7) 

3 (17. 7) 

と さ れ て い る 。 い ず れ に し ろ ， 一字姓で あ っ た
も の が， そ の後， 台湾 ・ 中 国や朝鮮 ・ 韓国 出身
と 誤解 さ れ る の を嫌 っ て ， 二字に改姓す る 傾向
が か な り あ っ た わ け で， そ れ は い ま で も 続い て
い る が， そ の ま ま 一宇姓 を 保持 し て い る も の も
少 く な い 。 ( 18 )

そ こ で， ど の よ う に 改姓 し た か を 具体的 に 示
し た の が， 表10で あ る 。 改姓の 時期 は 大正か ら
昭和の戦前， そ し て 戦後 と さ ま ざ ま で ， そ れ ぞ
れ に 一種の流行 の よ う な こ と も あ っ た ら し い 。
改姓の動機は上述の理 由 以外 に も い ろ い ろ あ っ
た か と 思わ れ る が ， 調査 の不徹底 も あ っ て ， は
じ め か ら 二字姓 だ っ た の か， あ る い は一宇か ら
二字に 改姓 し た と し た ら ， い つ 何姓か ら 改 め た
の か不 明 な も の が 3 姓 あ る (轄久， 川 |決j， 浜 田 〉 。

i[
|

 

、1ノ4
 
つμ/'t、、噌Tム

現在 も 一字姓 を 保持 し て い る の は， 民， 要， 政，
植， 碇， 柳， 春， 麓， 直， 原 の 10姓で あ る 。 21
の ニ宇姓 の う ち ， 政→政野， 民 〉多見 な ど の よ
う に 元の 姓 と の 由 来がす ぐ 判 る も の と ， 禎→津
田 ， 要→福 山 な ど の よ う に す ぐ に は 判 ら ぬ も の
と は 半 々 だ が ， 前者 と 後者で は改姓の 動機や経
緯が違 う の か ど う か， 確か め て い な い 。 ま た ，
こ れ と も 関連す る だ ろ う が ， 要か ら 福 山 の他 に
大 岡 と 大 島 が ， 植か ら 植 田 の他 に植原 と 高野が
と い う よ う に ， 一つ の 姓か ら い、 く つ も の 改姓が
あ る の に も ， い ろ い ろ と 事情の相違が あ っ た も
の と 思 わ れ る 。 こ う した経緯や事情 を 十分 に お
さ え る た め に は ， 過去 に 湖 っ て親族関係 を 詳 し
く 洗い 出 す作業 を すす め な く て は な ら な い が ，
当 面 は そ こ ま で い っ て い な い 。 た だ， わ ず か二，
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元の姓

/J
lk

/llj

}111、

fJ九L
〆)
l
f
lL

政

植

碇

柳

春
麓
直
原

(鎮) 高 田
(安〕 安井
(嶺〉 美根

構久 ? 手喜久
川開， ? 川淵j
浜田 ? 浜田

表10 宇検の 姓 と 改姓

奄美 ・ 宇検の社会変動 と 民俗宗教

今の姓 世帯数
津田 8 
立花 1 
大原 1 
民 1
多見
民幹 1 
要 3
福山 6 
大岡 1 
大島 1 
政 5
政野 1 
植 1
権問 3 
植原 1 
高野 1 
碇 l
碇元 3 
柳 1
柳原 1 
春 1
春 日 1 
麓
直
原

っ“
1ム
守ム
つhM
1L
1i
5
5
2

 西 (宇検村須古〕 1 
前 田 (宇検村平田 ) 1 
中村 (大阪) 1 

計 67
* 禎 ， 鎮， 安， 嶺は今は な い姓

三世代 の 間 に ， 一つ の 姓か ら い く つ も の改姓が
あ る と い う こ と は ， 姓 に 直結す る 父系結合が さ
ほ ど つ よ く な い こ と を 意味 し， ま た 本分家意識
も 弱 い こ と を 示 し て い る 。 こ の 点 で ， 奄美お よ

び宇検 に お け る 親族関係の概念に つ い て 考 え て
み る 必要 が あ る 。

さ て ， 奄 美 の 親族組織に つ い て は ， 何 と い っ
て も 蒲生正男教授 に よ っ て 発見， 析出 さ れた，
ハ ロ ウ ジ が夙 に 知 ら れ て い る 。 蒲生教授は奄美
の 土地所有が極端 に 細分化 し， し た が っ て 土地
所有 を 媒介 と し た本分家聞 の支配従属関係が一
般 に な く ， 他方， サ ト ウ キ ピの製糖 の 仲 間 (サ
タ ヤ マ グ ミ 〉 や稲作の 労働交換 ( イ ー タ パ， イ
ー ワ ケ 〉 が， 本分家聞 の 同族集団的構成や近隣
の 地縁集団的構成 を 基本 と せ ず に ， 双 性 的 な
kindred で あ る ハ ロ ウ ジ に よ っ て 構成 さ れ る 点
に 着 目 し， こ れ を 奄美の親族関係 の最大 の特色
だ と し た の で あ る 。 と 同時 に ， ?:兵 ド り ， 八月 十
五夜， ウ ヤ ン コ ー (先祖祭 り 〉 な ど 生産 と 労働
の 折 り 目 の 祭 日 に ， 各戸か ら 一 人ずつ各 自 の酒
と 肴 を お膳 』こ し つ ら え て 宴 を 聞 く 「一重一瓶」
を ， 個 々 人 の 自 由 と 責任に も と づ く も の で， 古íj
記 の 土地所有 の 平均的細分化や労働組織の 自 主
的形成 に も 対応 し， 奄美の生産 と 労働の 社会的
性格 を 象徴 し て い る と み た の で あ る 。 か く て 教
授 は ， 奄美 の ハ ロ ウ ジ型親族集団 を 日 本の親族
組織の 一類型 と し， 奄美 は家族の 対等性 と 独 自
性 を 基礎 と す る ハ ロ ウ ジ社会 で あ る ， と 規定 し
た の で あ る 。 ( 19 )

と こ ろ で ， 父(夫)方 に偏 る こ と な く ， 母(妻〉
方 に も 同等 の 比重 で、親族関係が結 ばれ る ハ ロ ウ
ジ に 対 し て ， 本来， 双系的に 血縁 を 意 味 し な が
ら 父系 へ傾斜す る の が ヒ キ で あ る が ， こ の ヒ キ
を 重視 し， 本土の 「家」 に く ら べ， 奄美で は ヒ キ
の 血縁の 機能 が つ ょ い と し て ， 奄美は ヒ キ社会
で あ る ， と す る の が 中根千枝教授で あ る 。 仰) ヒ
キ は 沖縄に も ひ ろ く み ら れ る 概念で あ る が， 沖
縄 で は ， 父 系 出 自 集団 と し て の 門 中 が形成 さ れ
る 以前 に ， あ っ た と も み ら れ る 双系 的親族組織
と 微妙 に 関連す る だ け に ， 南島の親族組織に お
け る ヒ キ の 位置づ け の確定 に は ， 慎重で な け れ
ば な ら な い 。 (21 )

そ の 意味 で 中根説 は ， 結論 を 急 ぎ す ぎ た憾み
が あ り ， 上野和男教授の い う よ う に ， 沖縄 と の
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相違か ら 奄美の 相対的独 自 性 を 前提 と し て み る
な ら ば， や は り 当 面 は 蒲生説 を と る べ き で あ ろ
う 。 (22)

と こ ろ で単系的親族組織の形成 を 阻止 し， 双
性的 な ハ ロ ウ ジ親族組織 を 支 え て い る の は， 上
野教授が指摘す る よ う に ， 内婚的地域社会で あ
る 。

上野教授に よ る と 喜界島滝川部落の場合昭和
31年 (1956) の 内婚率は72. 7%， 昭和54年 (19
79) で も 53. 3% で ， 前者 の イ ト コ 婚 の 比率は50
% で あ る と い う 。 (釦 昭和59年 の宇検で は ， 世
帯調査票が回収で き た57世帯 の う ち に， (24) 42夫
婦が現存す る が， 夫妻 と も 宇検出身 な の はお夫
婦で 内婚率は83. 3% と 極 め て 高率で あ り ， イ ト
コ 婚の 比率 は 計算で き て い な い け れ ど， こ れ も
滝川 同様か な り 高 い と み ら れ る 。 こ の よ う な 宇
検の 著 し い 内婚的傾向 (地域内婚) は， 祖先 中
心的な 親族概念で あ る ヒ キ を 指向 さ せ に く い。
つ ま り ， ヒ キ は特定 の 先祖 を 中心 と し て 男女双
方 の 子孫 を 包み こ む の だ が ， 内婚に よ っ て 個人
は複数の ヒ キ に 関係づ け ら れ る た め ， ヒ キ は村
落内 で成員 の オ ー バ ー ラ ッ プ を 生 じ， 排他的 な
集団形成に 至 ら な い の で あ る 。 宇検 で も 親族用
語 と し て の ヒ キ は ， 父方 に も 母方 に も 福 山 ヒ キ
と か川 測 ヒ キ の よ う に 姓 を 付 し て 使われ も す る
が， 三世代以上の遠い祖先 と の 関係づ け で は使
わ れ て い な い よ う で， 集団 と し て の ま と ま り も
ほ と ん ど な い 。

こ れ に 対 し て ， 双性的 な キ ン ド レ ッ ド は 自 己
中心的親族組織で ， 排他的集団 で は な い か ら
内婚に よ る 個人 の 複数の 関係づ け と 何 ら 矛盾 し
な い。 ハ ロ ウ ジ は ， そ う し た 内婚的地域社会で
あ る 奄 美 に 顕著 な 親族組織で ， 概ね 三世代の範
囲 の 親族関係 を含む と い う 。 上野教授は こ の こ
と か ら 「 し た が っ て ヒ キ はハ ロ ウ ジ 内部 の 人間
関係の 区分 に 用 い ら れ て い る と い え よ う 」 と 述
べ て い る 。 (25 )

さ て ， 宇検で は既 に サ ト ウ キ ピ栽培や稲作が
無 く な っ て か ら 久 し い 。 し た が っ て ， 蒲生教授

が指摘 し た サ タ ヤ マ グ ミ と か イ ー ワ ク に 示 さ れ
た ， 親族組織の 生産や労働の機能 は も は や み ら
れ な い 。 か つ て の ユ イ ワ ク 〔 ユ イ タ パ) に つ い
て は ， 話 で は よ く 耳 に す る が ， そ の 実態 を 明 ら
か に す る 手 だ て は も う な い。

過疎高齢化 した宇検で， 親族組織の 機能 は祭
記儀礼面 に わ ず か に 残 っ て い る に す ぎ な い よ う
に 思 わ れ る が， 不思議な こ と に 宇検で は ハ ロ ウ
ジ と い う 言葉 は 聞 か れ な い 。 ハ ロ ウ ジ は近隣の
久志や生勝 な ど宇検村・の他の 諾部落や大和村の
今里 な ど で は使 わ れ て い る の に ， 宇検で は専 ら
父方， 母方 と も フ タ イ ト コ ， ミ イ ト コ ぐ ら い ま
で に 対 し て ， シ ン デ あ る い は キ ヨ ー デ が用 い ら
れ て い る 。 で は シ ン デや キ ヨ ー デ は ハ ロ ウ ジ と
如何 に 異 な る の か 。 今迄 に 調査 し た 限 り で は ，
こ れ ま で 蒲生， 上野氏 ら に よ っ て 明 ら か に さ れ
て い る ハ ロ ウ ジ と ， あ ま り 違 わ な い よ う に 考 え
ら れ る が， も う 少 し時聞 を か け て 検討 し て み た
い と d思 っ て い る 。

な お， 鹿児島 で は親類の こ と を シ ン ジ ー と か
シ ン ジ ュ イ と い い ， イ ト コ と い う 地方 も あ る そ
う で あ る が， (26) 宇検 の シ ン デや キ ヨ ー デ は ，
兄弟 の 如 く 親 し く し て い る 親類 を 意味す る 用語
の よ う に 考 え ら れ る 。 宇検 の シ ン デ は ， も し か
す る と ， 鹿児 島 の シ ン ジ ー に 由来す る の か も し
れ な い 。 上述の 第 1 節， 歴史的背景で触れた よ
う に ， 宇検 は 薩摩 の支配下 で鹿児島 と の 結びつ
き が つ よ く ， そ の 影響が特に 大 き か っ た こ と が
窺 わ れ る か ら で あ る 。

こ の 点 で注意 し て お か ね ば な ら ぬ の は ， や は
り 上述 した碇家の存在で， 碇 の 本家 ( セ ン ソ モ
ト ， い ま は他出 し分家 の 碇義基が代行) に 伝わ
る 家譜 (明治 3 年 に 当 主が筆写 し た 「碇家位牌
写 し ・ 先祖御卒去 日 記録J ) に よ る と ， 初代の
佐渡智 は与人で 享保13年 (1728) に 没 し て い る
が， 以下明治45年 (1912) 没 の 11代碇源太郎 ま
で の 記載が あ る 。 な お ， 士族格 に な り 碇姓 を う
け た の は ， 8 代碇佐和整 (嘉永 5 年， 1852没〕
の 時 で あ る 。

そ し て ， こ の 碇一族 だ け は ダ ン ナ墓 と よ ばれ
る 墓地 に 葬 ら れ， 一般 の ブ レ 墓 と 区別 さ れ て い
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る 。 し た が っ て ， 碇 の 本分家関係や碇家 と 他 の は つ な が ら な い 。
家 々 と の 婚姻関係 を 過去 に 湖 っ て 分析す る 必要
が あ る が， 過去の デ ー タ は残念な こ と に 乏 し い 。
そ れ は と も か く ， 宇検 の 親族組織や婚姻 に つ い
て は ま だ資料収集が不十分 で ， 分析 も ほ と ん ど
すす ん で い な い た め ， 以上の よ う に ， こ こ で は
従来の諸研究 と の 関連で 問題点 を 指摘 した に 止
ま っ た 。

4. 生業 と 生活構造の 変化
宇検 の生業 は ， 戦前か ら 戦後 も ず っ と ， 農業

で は サ ト ウ キ ピ， 甘藷， 米 の 栽培， 漁業 で は カ
ツ オ漁が主体で あ っ た が ， いずれ も 昭和40年代
は じ め で衰退 し て し ま っ た 。 67世帯 の う ち ， 世
帯調査票 を 回収で き た57世帯 に つ い て み る と ，
37世帯 (65%) が多少 と も 農業 に 従事 し て い る
が， 田畑 は せ い ぜ い 2 � 3 反以下で， 回 は休耕
田， 畑 も イ モ ・ カ ボ チ ヤ ・ キ ュ ウ リ や ポ ン カ ン
. ス モ モ な ど 自 給栽培程度 で し か な い。

漁業従事 は 9 世帯 (16%) あ る が， こ れ も 焼
内湾内 の 一本釣 ( ジ ザ カ ナ〕 や小 さ な網漁で，
わ ず か に近年， 養殖漁業 を 試験的 に 始 め た者が
一人い る に す ぎ な い。 大正か ら 昭和10年頃が最
盛期 で あ っ た カ ツ オ漁 は ， 宇検部落が組合方式
で経営 し た 金吉丸が主体で あ っ た が ， こ れ も 昭
和43年 (1978) に は組合が解散， 廃船 に な っ て
し ま っ た 。 往時 “夏は カ ツ オ， 冬 は畑" と 云わ
れた生業形態 は今で は皆無で， か つ て ど こ に も
見 ら れた高倉は， た だ の 物置 と し て 利用 さ れ て
い る も の と 公民館わ き に 移築寄贈 さ れた も の ，
と の こつ だ け に な っ て し ま い， 金吉丸組合の跡
地 に は 昔 の 倉庫 が物淋 し く ， 遺 っ て い る だ け で
あ る 。 (図 2 参照〉

な お農業で は ， 大和村今里へ の 山道の 途中 に
あ る 大都 と い う と こ ろ の 出作 り 小屋 で， 養蚕 を
共同経営す る も の が数世帯 あ る が， こ れ も 数年
前か ら 下火だ し， 啄や ヤ ギ の 共同飼育 も ほ ぼ同
様で大 し た こ と は な い。 ま た 山 林 を 所有す る の
が 7 世帯 あ る が， い ずれ も 5 ， 6 反 ほ ど で ど う
と い う こ と は な く ， 山 で イ ノ シ シ な ど のJ守ðJìt を
す る も の も 数名 あ る が， こ れ も ほ と ん ど収入に

さ て ， 農漁業が こ の よ う に 衰退 し て し ま っ た
今 日 ， 宇検 の 人 々 は ど の よ う に し て 生計 を た て
て い る の だ ろ う か。 男 の 土木仕事や役場 ・ 郵便
局 な ど へ の勤務， 女の紬織の労賃， あ と は年金や
恩給 の 受給， こ れ ら が収入源 の ほ と ん ど すべて
で あ る 。 57世帯 の う ち ， 土木関係 の仕事 に つ い
て い る の は 15世帯 . 15名 (26. 3%) で ， こ れ ら
の う ち 9 名 は湯湾の 大友建設な ど の社員で あ る
が， 他 は 日 雇 同様で あ る 。 土木仕事 は ， 離島振
興対策 の 一環 と し て 道路 ・ 港湾 ・ 山林の整備事
業 を 建設会社が請負 う わ け だ が， 云 う ま で も な
く ， 過凍地域の 男 の職場 と し て は貴重で あ る 。
役場な ど公共施設へ勤務す る の は 6 世帯 ・ 6 名
(5. 4%) で ， こ れ に は ， 部落で経営す る 宇検 に
た っ た一つ の 売唐 (購売部) の職員 1 名 が含 ま
れ て い る 。 以上の 世帯 に と っ て は ， も ち ろ ん，
こ れ ら の 男 た ち の 給料収入 を 欠 い て は生計がな
り た た な い 。

他方， こ う し た 男 た ち の収入 を 補 う も の と し
て 重要 な の が， 女 の 紬織 り で あ る 。 奄美の大島
紬 は ， そ の 独特 の紋様や肌 ざわ り で ひ ろ く 愛好
さ れ る 高級衣料で， 他に こ れ と い っ た産業の之
し い奄 美 で は ， 早 く か ら 振興が は か ら れ て き た
の だ が， 現在で は さ ら に重要度 を 増 し て い る 。
宇検村で も 大島紬 の 生産 を 主 と す る 製造業が村
民所得 の 約30% を 占 め て い る が， そ の 約半分が
雇用 者所得で あ り ， 金額で は約 3 億 5 千万 円 〔昭
和51年度〉 に達す る 。 (27)

さ て 57世帯 の う ち ， 紬関係の仕事 に つ い て い
る の は44世帯 (77. 2%) で， 人数で は57世帯の
総就業者数112名 の う ち48名 (42. 9%) に な る 。
こ れ ら を 職種別 に み る と ， ほ と ん ど が普通の繊
手 の 43名 で ， す べ て 女性で あ る 。 そ の他 に ， シ
メ パ タ と い っ て 紋様の織出 し を 決 め る 重要な工
程 を 司 る 者 が 2 名， ま た ア ゲ ワ ク と 称 し て 糸 を
つ な ぎ合わ せ る 作業 を す る 者が 1 名 で ， こ れ ら
は高度の 熟練技術 を 要 し， いずれ も 老練の 男性
で あ る 。 さ ら に織 る ま え の段階で， 泥染 め の工
程 に 従事す る 中 年男子 1 名 が あ る 。
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就業形態 と し て は ， ①持定 の工場に 通 っ て そ
こ で織 る 場合， ② そ れ ら の 工場や そ の他か ら 織
機 を 借用 し て 自 宅で織 る 場合(外ノ〈 タ ) ， ③ 自 分
も ち の織機で織 る 場合(持ノヰ タ ) ， の 三種類が あ
る 。 ①の よ う な 工場は， か つ て は も っ と 大 き く ，
数 も 多 か っ た よ う だ が， 今で は いずれ も こ， 三
人ずつ の 小規模な も の 三つ し か な し こ れ ら に
通 う 者は 6 名 で あ る (女子43名 の う ち 13. 9% ) 。
②の外ノミ タ は 18名 (41 . 9%) ， ③の持ノミ タ は 9 名
(20. 9%) で あ る 。 こ れ ら の織手 は ど の 形態 も ，
親方 と よ ぶ責任者 と 結びつ い て い て 9 そ の 責任
者 を 通 し て企業主 に 所属 し， そ こ か ら 労賃 を う
け と る わ け で あ る 。 し た が っ て ①土 若干の ②，
③で は ， 宇検部落に 親方 を も ち ， 他 は 名瀬な ど
に親方 を も つ こ と に な る 。 宇検 の 3 名以外の 親
方は十数名 あ っ て ， こ の親方 (子方〉 関係 は か
な り 散 ら ば っ て い る 。 こ れ は ， ほ と ん ど の 女性
が数年間， 名瀬や鹿児島 で 紬織 を 習得 し た 際 の
諸事情に よ る も の で は な い か， と 思わ れ る 。 い
ずれに し ろ ， 紬 は 1 反織 る の に約 1 月 は か か り ，
労賃 は 品物 に よ っ て も 違 う が， 4 ， 5 万 か ら 6 ，
7 万 だ か ら ， 毎月 の 平均収入で は少い も の で 3 ，
4 万， 多 い も の で 15， 6 万 と か な り ひ ら さ が あ
る 。 先 の 三つ の就業形態 と か 技 能 や 熟 練 の 程
度， 家事 と の か ね あ い な ど 個人差 は あ る に し て
も ， と に か く 紬織 に よ る 女 た ち の 収入が生計に
も つ 意味 は か な り 大 き い と 云 え る だ ろ う 。

最後 に ， 年金や恩給な ど の 受給者 も 有職 ・ 従
事者で は な い け れ ど ， 一定 の 収入が あ る の だ か
ら ， こ こ で は就業者 に 含 め て 扱 っ た が ， そ の全
就業者数 112 名 の う ち ， こ れ ら の 受給者 は29名

(25. 9%) で あ る 。 年金 ・ 恩給の種類は 国民年
金， 老人年金， 農業者年金， 障害者年金， 公務
員思給， 軍人恩給 な ど さ ま ざ ま で あ る 。 各 自 が
い く ら 受給 し て い る か は未調査 の た め ， 受給額
(収入〉 の 平均 も つ か め て い な い が ， も ち ろ ん?
こ れ ら 受給者 に と っ て は こ の 収入が生計 の 大 き
な 支 え で あ る に違 い な か ろ う 。 い ずれ， こ の 点
の調査は す す め な く て は な ら な い が ， で き れ ば
他出 (出郷) 者か ら の送金な ど の デ ー タ も 収集

し た い と 思 っ て い る 。
以上 を 要約すれば， 農漁業 の極度 の衰退に よ

っ て ， 男 た ち の 土木仕事や 日 雇， 女た ち の 紬織，
さ ら に 年金 ・ 思給に よ る 収入 と い う よ う に 生業
が全 く 変 っ て し ま っ た 。 し か し， 消費面 で は ，
む し ろ 昔 よ り 余裕の あ る 暮 し を し て い る ， と い
う こ と に な ろ う か 。 そ し て ， こ の よ う な 生業 と
生活構造の変化 は ， 本稿 の 冒頭で触れた西阿室
の 状況 と ， 大筋 に お い て 一致す る ， と み て よ い
か と 思 う 。 7こ だ私は西阿室 に お け る 安斎教授 の
よ う に ， 変化す る 前の 宇検 の様子 を み た り 体験
し た り し て い な い の で ， 変化の落差 を 実感で き
な い の が残念で あ る 。

III ノ ロ 祭事Eを め ぐ る 変化

1 . 高千穂神社 ・ 厳島神社 ・ 創価学会
宇検部落に は高千穂神社 と 厳島神社 の 二つ が

あ り ， 前者は村社， 後者は無格社で あ る 。 奄美
の 神社の創建 の 時期や 由 来 を ， 祭記宗教の風土
的特性 と 関連づ け て 考察 し， 類型化 し た 薗 田 稔
教授の興味ふ か い論文が あ る が ， そ れ に よ る と
， 高千穂、神社は 明治維新後 の 国家祭杷型で ， 厳
島神社は薩摩時代の分霊勧請型で あ る 。 (お)

い ずれ も 民俗宗教 と し て の ノ ロ 祭杷 と 関 わ る
点が あ る の で ， ま ず こ れ ら に触れ て お こ う 。

さ て ， 明治 2 年 (1869) 維新藩間政府 を 背景
に 薩摩 は藩政最後 の神社行政 と し て 名瀬に高千
穂神社 を 創建 し た。 こ の年， 名瀬間切の横 目 格
で あ る 幸謙 (賢〕 と い う 人が祭文修行の た め 鹿
児 島 に 赴 き ， 翌 3 年に 高千穂神社の社司 と し て
帰島す る と ， 廃(弗棄釈の た め に 全島 を 廻 っ た と
い う 。 (29 )

か く て 奄美諸島全域の各間切 ご と に ， 名瀬か
ら 高千穂神社が一社ずつ分記 さ れ る こ と に な る
の だ が， 宇検 の 高千穂神社 も そ の 一つ で， そ れ は
明治 4 年 の こ と だ ろ う ， と 宇検 の 津 田 義秋氏 は
考証 さ れ て い る 。 な お宇検 に高千穂神社が 分記
さ れた の は ， 焼 内 間 切の 与人が宇検か ら 出 て い
る よ う に ， 宇検が 間切の 中心で あ っ た の だ か ら
当 然の こ と だ っ た と 云 え る 。

宇検の 高千穂神社は 図 2 に み る 如 く ， 裏 山 (高
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辻 山 ) の 小高 い 中 腹 に 部落や 港 を 見 下 す よ う
に ， 南向 き に建 っ て い て ， 小 さ な社殿は一部改
築 さ れ て い る が， 創建 当 時 の 面影 を 倍、 ばせ る 趣
を の こ し て い る 。 (写真①〕

初代の社守 は淳養喜 と い う 人 だ が ， こ の 人 の
父は 薩摩の 川 内 出身 の 流人士族で種田某 と い っ
た ら し い が， 名瀬で は 佐渡順 ま た は 淳養喜 と 称、
し ， 最終的 に は 島津斉興 の 一字 を と っ て興姓 を
名 乗 っ た。 現在 も 名瀬 に い る 興姓の 人 々 は， そ
の 子孫 だ と い う 。 佐渡順は 医者で ， 息子の 淳義
喜 を つ れ て 村 々 を 歩 き 宇検 に も 来た が， 名瀬に
戻 っ て 亡 な く っ た 。 父 の 死後， i享養喜 も 各地 を
点 々 と し た が . や が て 宇検 に 落着 き ， 父か ら 継い
だ 医業 の か た わ ら 高千穂神社の 社守 に な っ た ，
と い わ れ て い る 。 い ず れ に し ろ ， 幕末か ら 維新
当 初 の 流人士族の 中 か ら 社守が 出 た と い う こ と
は ， 上述の高千穂神社の 分間創建の 事情 を 考 え
る と ， 1t 、 か に も 当 然 の な り ゆ き で は な か っ た か
と 考 え ら れ る 。

J享養喜の 後 は息子の興坊が社守 を 継 い だ が ，
明治末か ら 大正 の 頃， 何か の 事情で他家の 人 に
移 れ こ転三転 し て 興家 の 幸秀 に も ど る の は 昭
和 に な っ て か ら で あ る 。 こ の社守 の継承に は複
雑な経緯が あ り ， ど う や ら ユ タ の 介入な ど も あ
っ た ら し く ， 部落か ら 依頼 さ れ て な っ た場合 も
あ っ た よ う だ。 興坊 の 長男， 興幸秀が 昭和37年
(1962) に 死去 し て か ら ， 娘 の 津 田 直子が社守

を 継 ぎ現在 に 至 っ て い る 。
と こ ろ で ， 高千穂神社 は た し か に 宇検部落の

神社 と い う こ と に な っ て い て ， 社守 に も 部落か
ら 多少 の 手 当 が 出 て い る が， 人 々 の 意識で は必
ず し も そ う で は な さ そ う で あ る 。 戦前 と く に 戦
時 中 に は， そ う し た 意識が あ っ た に し ろ ， 現在，
お参 り す る の は一 日 ・ 十五 日 の社守以外 に ほ と
ん ど い な い 。 高千穂神社の 祭礼 も な し こ の神
社が祭儀 と 関 わ る の は ， 豊年祭 ( 1日 8 月 15 日 )
の と き ミ ヤ ー (部落 中 央 の 広場) で行 う 相撲の
土俵聞 き に ， 若者 5 人が社前 で奉納相撲 を と る
こ と だ け で あ る 。 た だ昭和59年春に老人会 の 名
で， 小 さ な 鳥居がニ基， 参道の 入 口 と 中程に寄
進 さ れ， 高千穂神社の 存在が あ ら た め て 意識に

の ぼ っ た が， さ て 今後は ど の よ う に な っ て ゆ く
の だ ろ う か。

か つ て ， 前述の よ う に ， 湯湾 に 役場が移 っ た
と き ， 高千穂神社 も 湯湾 に 移す話が起 っ た が宇
検 の 反対で実現 し な か っ た と い う か ら ， む か し
は高千穂神社に対す る 宇検 の 人 々 の 意識 も か な
り 高 か っ た か と 思わ れ る 。 いずれに し ろ ， ヤ マ
ト ン チ ュ ウ (本土出身〉 の社守で あ っ た興家 も ，
い ま で は他 出 し て し ま い， そ の血 を ひ く 女性が
ど う に か社守役 を つ と め て い る ， と い う 高千穂
神社の 現状 に は い さ さ か 問題が あ る ， と い っ て
よ ろ し か ろ う 。

次 に 厳島神社 は 図 2 に み る よ う に ， 部落入 口
の海岸に あ っ て ， 社殿 と い う よ り は杜悶 と い っ
た素朴な舎屋で， そ の 前に 石灯径二基が あ る 。
こ れ に つ い て は 薗 田 教授がすで に 調査 さ れ て お
り ， 次 の よ う に 記 さ れ て い る 。

i(前略〉本島各地 の厳島神社 に 残 る 石造の寄
進物 に は横 目 な い し与人格の在地役人層 に よ る
も の が 多 い 。 た と え ば宇検村宇検 の厳島社境内
に あ る 石灯龍二基 に は ， 一方 に “元禄第十五壬午
九月 十 入 日 泰寄進弁財天 (正面) 屋喜内与人
佐藤智 (左側) " と あ り ， 他方 に は “奉寄進与人
真須秀 (正面〉 天保四年就上国建立之 (右側)"
と 刻 ま れ で あ る 。 ( 中略〕 こ れ ら に よ っ て みれ
ば， 荻 (黍〕 横 目 役 を 筆頭 に ， 各間切 (今の行
政村) を 取 り し き る 与人( よ ひ と ) ， 筆子 ( て っ
こ 〕 な ど の 島役人層 が 当 時の弁財天 に 信仰 を 寄
せ， し か も 宇検 の 例 に み る よ う に ， 鹿児島藩庁
に 出頭す る 際 の航海安全 を 祈願 し た形跡が う か
が わ れ る 。J (30) 

こ の 石灯箆刻文 の 元禄15 (1702) 年 の 佐藤智
は ， II 章 3 節 で触れた碇 ・ 本家 の 家譜 の 初代佐
渡智 で は な い か と 思わ れ る 。 家譜 に よ る と ， 佐
渡智 は 享保13年(1728) に85歳 で没 し て い る が，

“元与人 隠居名安楽 元祖此以前ハ本家大和
浜和氏 ニ 詳也" と あ っ て ， 年代的 に刻文 と 符合
す る よ う だ。 ま た 天保 4 年 (1834) の刻文 の真
須秀 と 思 わ れ る も の は 家譜 に は な い 。 代 々 9 佐
00 と い う 名 が ほ と ん ど で， 真 は 7 代真武美 だ
け で あ る が， こ の 人は文政11 (1828) 年 に 投 し
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て い る 。 宇検 の 津 田義秋氏 は ， こ の真須秀 は大
和浜 の 人 で は な い か， と 言 っ て お ら れ る が ， 家
譜 の 初代 の と こ ろ に あ る 上述の 如 き 記載か ら し
で も ， た し か に 宇検 と 大和浜で， 与人格 の 家 の 間
に 強 い つ な が り が あ っ た こ と が窺われ る か ら ，
そ う か も し れ な い 。

と こ ろ で ， こ の 厳島神社は宇検で は俗に オ テ
ラ と よ ばれ て い る 。 オ テ ラ の意味 は よ く 判 ら な
い が ， お 寺 で は な く ， テ ラ は ど う も テ ィ ラ で は
な い か と 考 え ら れ る 。 沖縄本島 で は ， 海岸近 く
の洞窟 を 本殿 と す る 神社が グ ン ギ ン (権現〕 な
ど と よ ばれ， 洞窟内 に 骨や ピ ジノレ (霊石) が前日
ら れ て い る が， そ こ に テ ィ ラ と よ ばれ る 拝所が
あ る こ と が 多 い と い う 。 (31 ì 奄美大島 で も こ れ
に 類似 の 形態 が み ら れ る こ と が指摘 さ れ て い る
か ら ， (32〉 宇検 の オ テ ラ は ， く お テ ィ ラ 〉 と 考
え て み て も よ さ そ う で あ る 。 と い う の は ， 厳島
神社の 舎屋 (小洞〉 の 中 に 安置 さ れ て い る 石 と
木 の ニ体 の 像 は ， 一つ は ど う や ら 弁財天 ら し い
が， いずれ も 形が不鮮明 で何の像か よ く 判 ら な
い 。 そ の他 に ， 木製で 左右一対 の イ ノ シ シ の頭
と み ら れ る 横長の彫物 と ， 山 か岩の 形 に 〆 縄 で
も 描 い た よ う な 木板が組 つ で あ る か ら で あ る 。
こ れ ら は 山 の 神や海の 神 の 偶像な の か も しれな
い が ， い ず れ に し て も ， 民俗神的 な 色彩の濃い
も の と 思 わ れ る 。 以上 の も の は ， も し かす る と
例 の廃{弗棄釈の 時 に ， こ こ に 寄せ集 め ら れた の
か も しれ な い 。 (写真②〉

な お ， さ き の 刻文 に も あ っ た よ う に ， 厳島神
社は 碇一族が 中心 に な っ て 澗 っ て き た よ う で ，
現在で も 碇 ・ 本家 〔前述 の 如 く 本家は他出 し，
分家の 碇義基が代行〉 が専 ら 管理 し て い る か ら .
そ の 意味で は高千穂神社 と 同様 に ， 部落の 神社
と し て 意識 さ れ て は い な い 。 た だ ， 宇検川 の 西
の 上部良 に 高千穂神社が， 東の 下部良 に 厳島神
社が あ る の で ， か つ て は そ れ ぞ れ の 地 区 の 人 々
が各神社の掃除 を 担 当 し て い た 時期 も あ っ た ，
と い う 。 (図 2 参照) そ れ か ら ， 漁師が信仰す
る 竜宮 の 神 は ， も ち ろ ん厳島神社で は な く ， 枝
手久島 に あ る 小洞 に 和 ら れ て い る 。

最後 に ， 奄美 で は{弗教が維新前 に少 し は普及

し て い た に し て も ， 一般 の信仰で は甚 だ疑わ し
く ， ノ ロ ・ ユ タ の 民俗宗教に圧倒 さ れ て い た と
み ら れ る 。 維新後 の廃{弗棄釈で併教は さ ら に 凋
落 し， そ の 後 わ ず か に 真宗が 名瀬や古仁屋で 布
教 さ れた程度 で ， 今 日 で も 状況は あ ま り 変 っ て
い な い 。 (33) 宇検村で も 湯湾 に 古仁屋の本願寺
の 布教所が あ っ た こ と も あ っ て ， 湯湾 に は真宗
の 信徒が少数い る が ， 宇検 で は 1 世帯 だ け で あ
る 。 葬制 は現在で は土葬 ・ 洗骨は な く 火葬で ，
葬式 も 古仁屋の 葬儀屋に頼ん だ り す る が ， 寺や
僧侶 は ほ と ん ど 無関係で あ る 。

た だ 日 蓮正宗 ・ 創価学会が20年 ほ ど 前 か ら 入
札 現在は 5 世帯が学会員 で， 家族の 一人 だ け
が 入会 し て い る か， し て い た も の が 4 世帯 あ っ
て ， こ の 数字 に は あ ま り 増減 は な い よ う で あ る 。
し か し一度 は 入 っ た け れ ど ， か え っ て 良 く な い
こ と が 起 き て 止 め ， 逆 に 恨ん で い る も の が 2 世
帯 あ る か ら ， む し ろ低下ぎ み と も 云 え る 。 止
め た世帯 の う ち 一人 は ノ ロ 祭加 の 神役 だ っ た の
で ， 入会の と き 神衣裳 を 焼か れた り 火 の 神 ( カ
マ ド神) を 捨 て ら れた が ヲ ハ ブ の被害や怪我な
ど が続い た た め ， 1 年間 で退会 し， 前 よ り も 一層
神役 に励む よ う に な っ た 〔後述〕 。 現学会員 の う
ち ， 聖教新聞 を 配達す る な ど熱心 な 者 も い る が，
こ れ以上会員 を 増やす の は 困 難 な よ う だ 。 な
お， 学会員 は ノ ロ 祭組や火の神 ・ 7](の神な ど の
民俗信仰 に批判的 だ が ， 中 に は ノ ロ 祭聞 に も 参
加す る も の も あ る か ら ， 全面的 に否定 し て い る
わ け で も な さ そ う で あ る 。 (後述〉

な お ， 大正期， 天理教が宇検村に 入 っ た が ほ
と ん ど普及せず， 戦後 の カ ト リ ッ ク も 西阿室の
場合の よ う な影響は皆無で， 宇検 で は全 く 無縁
に 等 し い 。

2. 火 ノ :神 ・ 水 ノ 神 ・ 山 ノ 神 ・ 大工神
ノ ロ 祭加 が ハ レ の祭事 と すれ ば， そ の 背景や

基盤に は ケ で あ る 日 常 の 民俗信仰が あ る 。 こ れ
ら の 対象で あ る 民俗神 と し て ， 宇検 に も 他 の 奄
美村落 と 同様 に ， 火 ノ 神 ・ 水 ノ 神 ・ 山 ノ 神 ・ 大
工神 な ど が あ る か ら ， ノ ロ 祭加 の ま え に ， 一通
り 触れ て お こ う 。
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世帯調査票 の 中 に こ れ ら の 民俗信仰 に 関す る
回答欄 を 設 け て お い た の で ， 回収で き た57世帯
に つ い て 大要 を 記 し て み よ う 。 ま ず， 何か一つ
で も 民俗神 を 信仰 し て い る も の と 全 く 信仰 し て
い な い も の は ， そ れ ぞ れ27 と 30で 約半数の 世帯
が現在， 何 ら か の 民俗神 を 信仰 し て い る 。 27世
帯 の う ち 1 神 だ け を あ げた も の 15， 2 神が 7 ，
3 神が 4 ， 4 神が 1 世帯 で あ る 。 1 神 を あ げた
も の の 対象神 は 大工神が 13で圧倒的 に 多 く ， 水
ノ 神 と 名称不明が各 1 ， 2 神で は 大工神 と 水 ノ
神が 5 で こ れが大半， 3 神で は 大工神 ・ 水 ノ 神
に 火 ノ 神が加わ っ て こ れ が 大半， 4 神で は さ ら
に 山 ノ 神が加わ る 。 し た が っ て ， 大工神 を 信仰
す る も の が最 も 多 く ， 水 ノ 神が こ れ に 次 ぐ が ，
火 ノ 神 を 信仰す る も の は ず っ と 減 り ， 山 ノ 神 は
1 例 し か な い と い う こ と に な る 。 こ の 回答 に は

実 は ， ノ ロ 祭聞 の 神 で あ る ノ ロ 神や イ 神 ・ ク ジ
ノ シ ュ 神が混入 し て く る 場合 も あ っ て ， 上記の
民俗神 と こ れ ら と は 複合 し て い る 側面 も あ る よ
う だ。 ま た過去 に 信仰 し て い た 民俗神 に つ い て
の 回答 で は ， 以上の 他 に 海 ノ 神が あ っ た こ と が
窺わ れ る 。 こ う し た こ と か ら ， 大工神 ・ 水 ノ 神
・ 火 ノ 神 ・ 山 ノ 神 ・ 海 ノ 神 ・ ノ ロ 祭加の 神 と い
う 信仰複合 の 中 で， ま ず海 ノ 神 が 欠落 し， さ ら に
山 ノ 神 と 火 ノ 神が希薄に な り つ つ あ る ， と 一応
云 え そ う で あ る 。 ノ ロ 祭記 の 神 に つ い て は 次節
で 触れ る こ と に し， 以下， こ れ ら の神 々 に つ い
て 調査票 の 回答欄か ら 要点 を 摘記 し て み よ う 。

大工神 は ダ イ ク ノ カ ミ ま た は セ ー ク ノ カ ミ と
云い， オ モ テ (居間〉 の 先祖棚や悌壇の 隣か床
ノ 間 の 棚 に 紀 久 毎朝， 水 ・ 線香 ・ 榊 〔 ク ロ ト ン
・ ヒ ト ツ パ〉 ・ 酒 ・ 茶 な ど を 供 え る が ， 御神体
と し て 大工道具や道具箱が あ る 場合 と 何 も な い
場合が あ る 。 !日 正月 2 日 が 1 年 の願上げで大晦
日 が願ほ ど き で あ る 。 市日 る の は 主 に 男 (主人〉
で ， 父や祖父が 大工 だ っ た か ら 和 っ て い る と い
う も の や モ ノ シ リ (易者， 男 ユ タ 〕 に すす め ら
れ た か ら ， な ど と い う 場合 も あ る が ， ハ ブ防 け
の た め (粗末 に す る と ハ ブが く る 〉 と い う 動機
が 多 い 。

水 ノ 神 は ミ ズ ノ カ ミ の他に ミ イ ジ ィ ガ ン サ
マ ， コ ウ ガ ン サ マ と 云い， 川上の清流か ら 石 を
三っ と っ て き て コ ッ プな ど に入れ， ト ー グ ラ (炊
事 ・ 食事 ノ 間〉 の 水 を 使 う 台所の上か， 戸棚 と
き に は先祖棚 の 隣 に 組 る 。 宇検川 に流れ こ む谷
水 の 泉 の ほ と り に あ る 拝 ミ 場 ( ト イ の コ ウ 〉 に
は水 ノ 神 が租 つ で あ っ て ， (図 2 ， 写真③〉 そ
こ に は 旧 1 ・ 5 ・ 9 月 の ミ ズ ノ ト ト リ の 日 に拝
み に ゆ く が ， ふ だ ん は毎朝， コ ッ プの 水 を と り
か え て 拝 む 。 柁 る の は女 (主婦〕 で ， 女性の健
康 に よ い と さ れ， ユ タ に すす め ら れた と い う 動
機 も 多 い 。

火 ノ 神 は ヒ ナ ン ガナ シ， ヒ ヌ カ ン ， ヒ ニ ャ ン
ガ ミ ， ヒ ニ ャ ン ガ ン サ マ な ど と 云い， や は り 三
ッ 石 を ト ー グ ラ の 隅， 台所の 火 を 使 う と こ ろ ( カ
マ ド 〕 の 上 に 澗 る 。 供え物は水 ノ 神 も 火 ノ 神 も
大工神 と 同様で あ る 。 杷 る の は や は り 女で ， こ
れ も 女性 を 丈夫 に す る と も 云われ る が， カ マ ド
神な い し 家 の神 と し て ， かつ て は ず っ と 重要視
さ れ た こ と だ ろ う 。 ヒ ナ ン ガナ シ の接尾敬称、辞
カ ナ シ が そ れ を 物語 っ て い る が ， カ マ ド が無 く
な っ て 信仰 も や め て し ま っ た， と い う 回答例が
あ る 。

山 ノ 神 は 先祖棚 に 和 ら れ， 上記 と 同様 な供 え
物 を す る が ， 小 さ な 家型の御神体が悶 ら で あ る
場合 も あ る 。 旧 1 月 16 日 ， 3 月 16 日 が 山 ノ ;神祭
り で， 山仕事 の 男 は休む。 海の神は前節 で触れ
た技手久 島 の 竜宮 ノ 神で， 宇検 に 面 し た技手久
の ヤ マ ッ ク ワ と い う と こ ろ に 担 っ て あ る 。 か つ
て の カ ツ オ漁 で は ， 必ず こ こ を拝み， r ト ウ ト ガ
ナ シ」 と 唱 え て 出漁 した と い う 。 金吉丸組合が
解散 し て か ら ， こ の 信仰 の必要性が急速 に低下
し た も の と 思 わ れ る が ， 山 ノ 神 の方 は も と も と
そ れ ほ ど {言1W し て い な か っ た の か も しれ な い。

こ の他， む か し鍛冶 を や っ て い た 家が あ り ，
そ こ で は !日 11月 (霜月 ) 8 日 に鍛冶 ノ 神祭 り が
行わ れ て い た が， こ れ は後述の ノ ロ 祭把 の 「願
ほ ど き 」 の 日 と 同 じ で あ る た め ， 後者の と き に
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ロ 神 を あ ま り 拝 ま な か っ た の で， 八郎 の妹の ナ
べ (津 田 市熊 と 結婚) が ノ ロ に な っ た 。 そ れ が
い っ 頃か確か で は な い が ， 大正末か 昭 和 は じ め
頃 で は な か ろ う か 。 津 田 ナ ベ は戦後 も し ば ら く
ノ ロ を し て い て ， 昭和26年 (1951) の あ る 文献
に は ， そ の こ と が 明記 さ れ て い る 。 (35) と こ ろ
が， 昭和29年頃， 図 3 に み ら れ る ， 清久， r青秋，
清光の 三人が 次 々 に 病気に な り ， な か な か治 ら
な い の で ユ タ に み て も ら う と ， ノ ロ 神 さ ま が家
の 中 に 入れ な い で庭で迷 っ て い る ， そ れ は こ の
家 の ク ニ が拝 ま な い か ら だ と 云われた の で， 再
び福山 ク ニ (夫の八郎が要か ら 福 山 に 改姓〉 が
60歳で ， ノ ロ に 戻 っ た の で あ る 。 そ う す る と ，
結核で食事 も あ ま り 食べ ら れ な か っ た清久が 間
も な く 元気 を 回復 し， 他 の 二人 も 全快 し た と い
う 。 こ う し て ク ニ は 昭和田年 に 90歳で亡 く な る
ま で， ず っ と ノ ロ で あ っ た が9 晩年 は体が弱 っ て
し ま い嫁の セ ツ が代理 を す る こ と に な っ た 。 し
か し セ ツ は ノ ロ 神の信仰 に あ ま り 熱心 で な く ，
周囲 の 状況か ら 最近 に な っ て ， や っ と 少 し そ の
気 に な っ て き た と い う の が現在 の 実状で あ る 。

福 山 セ ツ は 割 り 切 っ た考 え の持主 の よ う で，
背 と 違い米 も キ ピ も 作 ら な く な り ， 他 に テ レ ビ
な ど い く ら で も 娯楽が あ る い ま の 時代で は ， ノ
ロ 祭 り に 人 々 の 関心が な く な る の は 当 り 前で ，
ノ ロ を 継い だ 自 分 と し て も 最小限の こ と を すれ
ば よ い， と 神詞 ( カ ミ ク チ〉 も 覚 え よ う と せず，
た だ 「 ト ヴ ト ガ ナ シJ と 唱 え る だ け な の で あ る 。
そ し て ， 神詞は ， 本来は ノ ロ の補助役 と し て の
イ 神の 一人で あ る 美根 ク ニ (79歳〉 が ， セ ツ の
代 り に す べ て 唱 え て い る 。 こ の 美根 ク ニ は ノ ロ
の 側で永年 イ 神 を 勤 め て い る う ち に ， 神詞 を 覚
え て し ま っ た と い う が ， い く つ も の 長い神詞 を
ほ ん と に よ く 記憶 し て お り ， ノ ロ 祭加 の 一切 は
大半の経費 も 含 め ， こ の 人 と 後述の グ ジ ノ シ ユ
の 安井真道が と り し き っ て い る ， と い っ て よ
い 。 と こ ろ で 美根 ク ニ は ， 第 1 節 の創価学会 の
と こ ろ で触れた よ う に ， 神衣裳 を 焼 か れ た り し
て 入会 した が， 後 に退会 し て 神役 に 復帰 し， ノ ロ
祭加 に 一層 は げむ よ う に な っ た， と い う 人物で
あ る 。 な お ， 安井真道 も 後述の 如 く ， か つ て 神
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い ま で も 一緒 に や る と い う 意識が あ る 。 こ れ は
正月 2 日 に 願上げ し た鍛冶 の 火 を 一年間， 無事
使わ し て い た だ い た の で ， 願ほ ど き ( ガ ン ホ ツ
キ 〕 す る こ と で ， 鍛治 ノ 神が ノ ロ 神に つ な が っ
た も の か と 思 わ れ る 。

い ず れ に し ろ ， 以上 の 民俗神 の う ち で 大工神
と 水 ノ 神 は 明確な機能が認め ら れヲ 最近で も ユ
タ や易者の すす め で信仰 を 始 め た例 も 若干 あ る
か ら ， そ の 信仰 は な お続 く と 考 え ら れ る が ， 火
ノ 神以下の信仰 は ま す ま す低下 し て ゆ く で あ ろ

3. ノ ロ 祭記 の 変遷
宇検で は現在， 福 山 セ ツ (59歳) と い う 人が ノ

ロ で あ る 。 4 代前 の ノ ロ ま で は判 っ て い る の で，
セ ツ は一応 5 代 田 だ が， 図 3 に み る 如 く ， 2 代
目 の ク ニ が 3 代 目 の ナ ベ に ノ ロ を 譲 っ た あ と 再
び 自 分 に ひ き 戻 し て い る か ら ， 実質的 に は 4 人
目 で あ る 。 初代 の 要 マ ネ が ノ ロ で あ っ た の は 明
治末か ら 大正は じ め 頃で あ っ た よ う だ。 マ ネ は
部落か ら 頼 ま れ て ノ ロ に な っ た ， と い う 。 マ ネ
の 死後， 息子八郎 の 嫁 ク ニ が ノ ロ を 継い た が， ノ
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戸で カ ト リ ッ ク の 円 を た た い た り し て ， い ろ い
ろ 悩 ん だ末 に 宇検 に 戻 っ て 神役 を 継い で い る 。
ノ ロ 祭組が こ の よ う に 同様 な 体験 を も っ二人の
神役 に よ っ て ， と に か く 存続 さ れ て い る と い う
の は興味ふ か く ， ま た重要 な 事実 と し て 注 目 す
べ き こ と で あ る 。

な お， セ ツ の と こ ろ に は 福 山 (要) ク ニ が使
用 し た ノ ロ の 神衣裳 と 種 々 の 神具お よ び神詞の
ノ ー ト が あ る が ， セ ツ は 神衣 を 着用す る だ け で
神具は使 っ て い な い 。 ノ ー ト に あ る 何種類 も の
神詞に つ い て は テ キ ス ト ・ ク リ テ ィ ッ ク が あ る
程度すす ん で い る の で ， い ずれ完了 し て か ら 報
告す る つ も り で あ る 。

さ て ノ ロ に 次 ぐ神役 と し て ， テ ノレ コ 神 ま た は
ス ド ゥ 干申 と い う の が あ る 。 テ ノレ コ ネ中 は ナ ノレ コ ネヰ1
(海幸 の 神〕 と 一対の 山 幸 の 神 で ， かつ て は二

月 初 め の ミ ズ ノ エ の 日 (御巡祭) と 四月 の ミ ズ
ノ エ か ら 七 日 目 (御送祭) に 行わ れ た ノ ロ 祭加
の 神様 だ っ た よ う で あ る が， (361 そ れが ど う し て
キ申f究の 名 に な っ て い る の だ ろ う か。 ま た ス ド ゥ
神 と い う の が何な の か も わ か ら な い が， 高IJ ノ ロ
と い っ た役柄 な の だ ろ う か 。 (37) そ れ は と も か く
現在， テ ノレ コ 神 を つ と め て い る の は 川淵 ヨ シ コ
(65歳〕 で あ る 。 ヨ シ コ は少女の こ ろ 小児 マ ヒ に
な っ た た め 結婚 し な か っ た が， 母川淵 ゲ ン ヅノレ
が 亡 く な っ た 昭和25年 (1950) に 34歳 で テ ル コ
神 を 継 ぎ今 日 に 至 っ て い る 。 ゲ ン ヅ/レ の 前 は ，
や は り こ の 家 の 川淵 カ ナ が テ ノレ コ 神 で あ っ た
が ， カ ナ の 死後， カ ナ の 実家 (要〕 で よ く な い
こ と が続 い た の で ， ユ タ の すす め で し ば ら く の
間， そ こ の 女児が テ ノレ コ 神 に な っ た 〔母親が後
見役〕 。 し か し， そ の 女児が成長す る と 友達 に 特
別 な 眼で み ら れ る の で嫌が り ， 再び川間 家の ゲ
ン ヅノレ に 戻 っ た の だ と い う 。 J I I 閲 (要〉 カ ナ が
誰か ら 神役 を 継 い だ の か判 ら な い の で何 と も 云
え な い が， 以上の こ と は 神役 の 継承 に 「嫁つ ぎ」
と 「娘つ ぎ」 の 二通 り が あ る ら し い こ と を 窺わ
せ る 。 こ れ は上述の ノ ロ の 場合 に も み ら れ る こ
と で あ る 。 ま た， ノ ロ で も テ ノレ コ 神で も ， 神役
の継承に ユ タ が 介入 し， 神役が行 っ た り 戻 っ た

り す る ケ ー ス が 自 に つ く 。 な お ノ ロ の 福 山 セ ツ
は 図 3 に み る 如 く ， 次に継承 さ すべ き 嫁 も 娘 も
宇検 に は い な い が ， と述の考 え 方 か ら ， そ の こ
と を 別 に 心配 も し て い な い 。 テル コ 神のJ i l7;tti ヨ
シ コ は ， 姪の 川淵絹枝 と 同居 し て お り ， いずれ
絹枝が継 ぐ こ と に な る で し ょ う ， と 云 っ て い
る 。

さ て テ ノレ コ ( ス ド ゥ ) 神以外の補助的 な 神役
で は 前述の イ 神が あ る が ， 現在 は 3 人で ， 先 の
美根 ク ニ お よ び大岡 ウ マ ツ (80歳〕 と 植原 ヤ ス
エ (72歳〕 で あ る 。 美根 ク ニ は， 明治期 に部落
か ら た の ま れ て イ 神 を つ と め た と い う 嶺 マ リ か
ら 4 代 目 に な る が ， 2 代 目 も 3 代 目 も あ ま り よ
く 拝 ま な か っ た の で ， ク ニ は阜 く か ら 神役 に な
り ， そ れ で神詞 も す っ か り 覚 え て し ま っ た ら し
い 。 こ の継承は いずれ も 嫁つ ぎ で あ る 。 な お嶺
か ら 美根へ の 改姓 は ， ク ニ の夫の代 に な っ て か
ら で あ る 。 大 岡 ウ マ ツ は ， や は り 嫁つ ぎ だが，
姑は あ ま り 拝 ま な か っ た ら し く ， ウ マ ツ も 水 ノ
神は よ く 拝む が ， ノ ロ 祭記 に は熱意が な い 。 植
原 ヤ ス エ は 図 3 に み る よ う に ， ノ ロ だ っ た津田
ナ ベ の娘 な の で熱心で， よ く ア シ ャ ゲ ( ノ ロ 祭
租 の 拝所， 図 2 及び写真⑦参照〕 の草刈 を や る
と い う 。 ヤ ス エ は 3 代 目 の イ 神で， こ れ も ず っ
と 嫁つ ぎ で あ る 。 な お， こ れ ら 三人 の イ 神 の 次
の 継承 に つ い て は ， い ま の と こ ろ 三人 と も 確た
る 候補者が い な い 。

以上の 女性神役 に 対 し て ， た だ一人 の 男性神
役が グ ジ ノ シ ユ で あ っ て ， こ れは現在， 上述の
よ う に 安井真道 (59歳〉 で あ る 。 グ ジ ノ シ ユ は
代 々 安井家 (改姓前は安〕 が継承 し， そ の家が
ト ネ ヤ (神屋〉 で も あ っ て ， 図 2 に み る 如 く ，

神道は マ シ ャ ゲ か ら こ の ト ネ ヤ を 通 っ て 海岸に
下 っ て い る 。 グ ジ ノ シ ユ は 明治期 に 部落か ら頼
ま れ て な っ た と い う マ イ ヤ ス か ら ， 2 代 目 ミ チ
キ ， そ し て 3 代 目 が真道の 父坊太郎 で ， 真道は
4 代 目 で あ る 。 坊太郎 は30歳代で グ ジ ノ シ ユ を
継 ぎ， 昭 和40年 に 60歳で亡 く な っ た 。 真道は昭
和31年 に 神戸へ ゆ き ， そ の 後39年 に 名瀬 に も ど
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っ て 紬 の仕事 〔 シ メ パ タ 〉 を や っ て い た が ， 父 の
苑後は ， 生前か ら 病弱 な 夫の代理 を し て い た 母
ウ ヨ シ が ひ き つ づ き ず っ と グ ジ ノ シ ユ を つ と め
て い た 。 と こ ろ が 昭和田年 に 母が亡 く な る と ，
妹聾(高 田 武次) が 宇検でハ ブ に 校 ま れ る な ど，
ど う も よ く な い こ と が続 く の で ， 名瀬の ユ タ に
み て も ら う と ， 男 が な る べ き グ ジ ノ シ ユ を 女が
や っ て い た の は よ く な い と 云わ れ， ま た抹翌 も
兄貴が せ ん か ら い か ん の だ， 早 く 帰 っ て き て く
れ と い う の で， い つ ま で も ほ う っ て も お け ず，
そ こ ま で云 う な ら と 真道は決心 し9 昭和58年10
月 に宇検 に 戻 っ た の で あ る 。 帰郷後は シ メ パ タ
で生計の 目 安 も た ち ， 帰 っ て き て ほ ん と に 良 か
っ た， 私は や は り 神の 申 し子 な の だ と 思 っ て い
る ， と い う 。 長男 は 自 衛隊に い て 少 し頭が お か
し く な り か け た が ， 私が帰郷 し て か ら は軽 く な
り ， い ま は退職 し て 宇検 に 帰 っ て来た 。 こ こ で
土木仕事 の 職 も 決 っ た の で も う 安心 だ し， 息子
は 私 よ り も グ ジ ノ シ ュ の ク セ が合 っ て い る よ う
な の で， い ずれ神役 を 譲 る つ も り で あ る ， と 真道
は語 っ て い る 。 な お ， 安井真道が神戸で あ る 時
期 カ ト リ ッ ク 教会 に 通 っ た こ と に つ い て は 前述
し た通 り だ が ， 一年近 く 通 っ て も ピ ン と こ ず神
父 と 話 し て い て も 違和感が つ よ く な っ た の で，
止 め て し ま っ た と い う 。

以上， ノ ロ を は じ め テ ノレ コ 神 ( ス ド ゥ 神) ・ イ
神 ・ グ ジ ノ シ ュ の諸神役継承の経緯 を 通 し て ノ
ロ 祭聞 の 変還 を た ど っ て み た が ， 次節で は 具体
的 な 参与観察 を 中 心 lこ ， 現在 の ノ ロ 祭把 の 実態
を み る こ と に し よ う 。

4. 九月 九 日 の ノ ロ 祭 り (参与観察)
ノ ロ 祭記 の 拝所で あ る ア シ ャ ゲ は 部落の 中央

部， 北寄 り の 小高 い処 に あ る 。 (図 2 参照) 海岸
に 近 い 中 央広場の ミ ャ ー は ， 奄美 の他の村落 と
同様 に 豊年祭や八月 踊 り が行わ れ る 祭場で も あ
り ， 一般 に こ の ミ ャ ー の 隣 に ア シ ャ ゲ が あ る の
だ が ， 宇検で は ど う い う 訳か， だ いぶ離れ て い
る 。 ど う し て そ う な の か， い ろ い ろ 尋ね た が ，
ず っ と 昔か ら ア シ ャ ゲ は 現在の場所だ と い う 。

ミ ャ ー に は ガ ジ ュ マ ル の 大木が あ り ， 港 が す ぐ
前で火の 見小屋 も あ っ て ヲ た し か に 部落の 中 心
と し て の 機能 に は 好都合だ が ， ミ ャ ー は 当初Jか
ら 此処 だ っ た の だ ろ う か。 名瀬か ら 湯湾経 由 の
パ ス は こ の ミ ャ ー の 前が終点で， い ま は公民館
が あ る の で利用 さ れ な い が， 青年会場 (集会場
ユ レ パ， 元サ ト ウ キ ピの集讃場〉 も ミ ャ ー の 一
隅 に あ る 。 な お， 公民館は ， か つ て の 碇本家 の
屋敷跡に 建 て ら れた も の で あ る 。 他方， ア シ ャ
グ の 前 に も ち ょ っ と した空地が あ っ て ， ノ ロ 禁
問 に は事欠 か な い が ， 此処で豊年祭や八月 踊 り
は ち ょ っ と で き な い。 し か し こ の 空地が む か し
は も っ と 広 か っ た と い う か ら ヲ 元は そ こ が ミ ャ
ー だ っ た の か も し れ な い 。 ア シ ャ ゲ、 と ミ ャ ー の
位置関係がp ど う も よ く 判 ら な い が ， 図 2 に み
る 如 し 神道が ア シ ャ グ か ら ト ネ ヤ を 通 り ， ミ
ャ ー に は寄 ら ず に橋の手前で宇検川 を 神馬 で渡
っ て ， 厳島神社 (オ テ ラ ) の 前 で海岸 に 出 る の
は ， 両者が全 く 切 り 離 さ れ て い る こ と を 示 し て
い る 。 ア シ ャ グ と ミ ャ ー の機能分化が ， そ も そ
も い つ 頃 ど う し て 起 っ た の だ ろ う か。 図 2 の 部
落の本通 り の 港側は埋立地 だ と い う が， 神道 も
そ の こ と を 裏書 き し て い る と 思 う 。 だ と す る
と ， ミ ャ ー は 埋立が始 っ て か ら ， や は り ア シ ャ
グ の 前 か ら い ま の 場所に 下 り て き た と も 考 え ら
tし る 。 (38)

さ て ， ア シ ャ ゲ は東南 に 向 い た 2 間 四方 の 正
方形の建物で ， こ れが ア シ ャ グ の 古い形式 だ と
も 云わ れ て い る 。 (写真⑦， 図 4 ) 正面は 真 中 の
1 間 が 開放 さ れ3 左右 に は 不対称の半間 の 出入
口 が 開 き ， あ と は後の全面 と と も に板壁 に な っ
て い て ， 床 も 板張 り で あ る 。 現在の も の は 昭 和
31年 (1956) に建替え ら れた ト タ ン 葺 き だ が， そ
の 前 は茅葺 き だ っ た と い う 。 (39 ) ノ ロ 神 は ア シ
ャ グ の 東北隅 の 内側 に西南向 き の 三角棚 を 設 け
て 間 ら れ て お り ， グ ジ ノ シ ュ の 安井真道が毎月
1 日 と 15 日 に お 参 り し て い る 。 (写真⑧〉 ア シ ヤ
ゲ は グ ジ ノ シ ュ が一切 を 管理 し， 修理 も すべ て
自 費で あ っ て ， 前述の高千穂神社の社守 の よ う
な 部落か ら の援助は な い。 む か し は ノ ロ 祭 り の
と き ， 部落の ア タ リ ( 当 番〕 が神酒 ( ミ キ 〉 づ
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図 4 ア シ ャ グに お け る 神役の着座
( ゴL} Ud:l ， ノ ロ 不在)
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く り な ど の 米 を 各戸 か ら 集 め ， そ の 一部が グ ジ
ノ シ ュ の報酬に も な っ た が ， 現在は ミ キ も 市販
の も の が使 わ れ て い る 。 (40)

宇検 に は 現在， 神 山 は な く ， そ れ に 類す る 聖
地 も な い が ， ア シ ャ グ の 背後約30 メ ー ト ル の 処
に 小 さ な森が あ っ て ， そ こ に は み だ り に 立入 り
で き な い 。 い ま は ス モ モ な ど が植 え て あ る が ，
古老の 言 に よ れ ば， か つ て は こ こ で ノ ロ や神役
た ち が神衣裳 に 着換 え し ， ノ ロ 祭 り の 大鼓や ド
ラ も こ の森か ら 響 い て き た と い う か ら ， こ の あ
た り が神山 だ っ た の か も し れ な い 。 現在は後述
の よ う に ， ト ネ ヤ (安井真道宅〉 に 神役が集 っ
て ア シ ャ グ に ゆ き ， 着換え も ア シ ャ グ で し て い
る が ， し ば ら く 前 ま で は ト ネ ヤ で着換 え て い た
よ う だ。 (41 )

と こ ろ で ノ ロ 祭 り は 現在， 次 の 如 く 年 4 回行
わ れ て い る ( いずれ も !日暦〉 。

① 1 月 2 日 願上げ 年 は じ め の拝み， 析
年祭で あ る 。

② 6 月 10 日 六月 祭 り キ ジ ク レ と か キ ジ
祭 り と も 云 い ， キ ジ (稲) の豊作 を 祈 る 農祭
り 。 か つ て は ア タ リ が摘 ん で き た初穂 ( ア ラ
ホ パナ ) を 各戸が い た だ い て ー粒食べ ( ク レ )
担 っ た 。
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③ 9 月 9 日 九月 九 日 玉節供 の 重陽で，
む か し は ア タ リ が各戸 か ら 集 め た 米 や イ モ
で ， 神役 と ア タ リ 夫婦た ち が ミ キ を 作 り ノ ロ
神 に供 え た 。 そ れ を 部落中 が ア シ ャ グ に も ら
い に f子 っ た 。 (42)

④ 11月 8 日 願 ほ ど き 一一一 霜月 八 日 と も 云
い ， 年納 め の拝み で あ る 。 前述の よ う に ， 鍛
冶 ノ 神祭 り と 同 じ 日 な の で， 意識 と し て は鍛
冶 ノ 神 と の 習合 も 窺わ れ る 。

こ れ ら の と き は ， 部落中 の 各家が酒肴 を 一重
一瓶で持 ち よ り ア シ ャ ゲ は賑わ っ た も の だ が，
後述す る よ う に ， い ま で は そ う し た楽 し さ も ほ
と ん ど影 を ひ そ め て し ま っ て い る 。 な お ， こ の
他 で は 旧 8 月 初 ヒ ノ エ の 日 の ア ラ シ チ (新節)
と そ の あ と 7 日 目 ミ ズ ノ エ の シ パサ シ (柴挿〉
が ， そ れ ぞ れ火 ノ 神 と 水 ノ 神の祭 り 日 と さ れ，
ま た そ れ ぞ れ ア ラ コ ー ソ (新考祖〉 と 無縁仏 を
ま つ る と も い う が ， こ の こっ と も か つ て は 大事
な年中行事 で あ っ た 。 そ し て シ パ サ シ は も う 宇
検 で は ほ と ん ど行わ れ な い が ， ア ラ シ チ は い ま
も 行わ れ ， こ の と き ノ ロ 祭杷 の 神役 の 家 を 踊 っ
て 廻 る の で あ る 。 こ れ を 「ヤ ー マ ワ リ J (家廻
り 〉 と い う が ， は じ め に グ ジ ノ シ ュ の ト ネ ヤ で

踊 り ， 次 に ノ ロ の 家 で踊 り ， 最後 に テ ノレ コ ( ス
ド ゥ ) 神 の 家 で 踊 る 。 グ ジ ノ シ ュ の 安井真道は
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今年 (昭和59年〕 の ア ラ シ チ で ， こ の ヤ ー マ ワ
リ を し た ら フ と て も 気持が 良 く な り 体 に 精気が
み な ぎ っ て き た ヲ 宇検 に 帰 っ て き て ほ ん と に よ
か っ た， と 語 っ て い る 。

さ て ， 昭和59年 の 旧暦 9 月 9 日 は新暦 で は 10
月 3 日 で あ っ た 。 1 日 に 名瀬でJ白 り 2 日 の 昼 に
湯湾で旅装 を解い た私は， 明 日 の ノ ロ 祭 り の 準
備状況 を 見 に ， 午後か ら 宇検 に 出 か け た 。 去年
か ら の 予備調査 と 先頃の 旧盆 の本調査で ， す っ
か り 御 世話 に な っ た津田義秋氏 を ま ずお訪ねす
る と ， ノ ロ の 福 山 セ ツ が娘の 結婚式で上京 し留
守 の 由 ， 明 日 の 九月 九 日 は ノ ロ 不在でや る こ と
に な る ， と い う こ と で あ っ た 。 エ ッ と 驚 く と と
も に ， 何 だ か 急 に 拍子ぬ け し た が， 少 し た つ と p
や っ ぱ り そ う か， と い う 気 も し て き て ， こ れ も
い ま の宇検 を 象徴 し て い る の か も しれな い ， と
思 っ た り し た の で あ る 。 前述 し た よ う に ， 福 山
セ ツ は ノ ロ を 継い だ と は い え ， 割 り き っ た考 え
方 で ノ ロ 祭加 に 熱が な い か ら ， 九月 九 日 も イ 神
の 美根 ク ニ や グ ジ ノ シ ュ の 安井真道 に 委せ て お
け ば よ い， と 出 か け て し ま っ た の で あ ろ う 。

さ て 安井真道は ア シ ャ ゲ の ま わ り の 草刈 り ，
神道の 清掃 と ア シ ャ ゲ の床や神棚 の整頓 な ど ，
も う 準備 に 余念が な い 。 高齢の 美根 ク ニ は ， 真
道 の 妻 ツ ギ ヱ と い ろ い ろ 明 日 の打合せ を す る た
め に ， 具合 の わ る い脚 を ひ き ず っ て ト ネ ヤ に や
っ て き た 。 明 日 は ア タ リ が有線放送で， 老人会
に 参加 を 呼び か け る よ う に ， グ ジ ノ シ ュ が 区長
に話 し で あ る と い う こ と で あ っ た 結局p 放
送は な か っ た が ， 老人会か ら 若干の者が参加 し
た。 な お 区長か ら は グ ジ ノ シ ュ へ御祝儀が 届 い
た け れ ど ， 当 日 は仕事 に 出 か け 欠席で あ っ た 。

ま た後 で 聞 か さ れ た の で あ る が ， 福 山 セ ツ は
出 か け る 前 に ， こ れ と い っ た相談 も な か っ た と
い う こ と で ， 真道は 大 い に 不満気 の様子で あ っ
た 。 明 日 は 午後 l 時 に 神役た ち が ト ネ ヤ に集 ま
る と い う の で ， こ の 日 は 夕刻， 宇検か ら 湯湾 に
帰 っ た 。

3 日 午後 1 時す ぎ に 津 田義秋氏 と ト ネ ヤ を 訪

ね る と ， テ ノレ コ ( ス ド ゥ 〕 神 の 川測 ヨ シ コ ， イ
神 の 大同 ウ マ ツ ， 植原 ヤ ス エ の 神役 た ちが美根
ク ニ の 来 る の を 待 っ て い た。 他 に 老人会か ら 会
長柳原義信 と 川関武茂が来て い た (後者は 宇検
で 唯一人 の真宗信徒〉 。 こ の あ と ア シ ャ ゲ に 行
っ て か ら 高野常義 と 要植央が来た の で ， 津 田 氏
を 入れ る と グ ジ ノ シ ュ 以外 の 男性参加者は 5 人
で あ る 〔 な お高野常義は創価学会 々 員〉 。 神役以
外 の 女性参加者は ， グ ジ ノ シ ュ の妻 ツ ギ エ ， 柳
原義信の妻 ヨ シ お よ び政恵美 の 3 人で あ る 。 結
局， 参加者は全部で13名 で あ っ た 。 こ れ ら の 人
々 は も ち ろ ん ， ほ と ん ど老人で ツ ギ エ (54歳〕
と 恵美 (47歳〕 が少 し若い だ け で あ る 。 恵美 の 夫
は 役場勤務で彼女は 大和村 ・ 今里の 出身 だ が ，
こ の と こ ろ 体 の 調子が わ る く 良 く な い こ と 続 き
な の で ユ タ に み て も ら う と ， 位の 高 い 神 を 拝 む
よ う に 云 わ れ た の で ， ノ ロ 神 の信仰 を は じ め た
の だ と い う 。 こ の 日 は ツ ギ エ を 助 け て 神撲や酒
肴， 茶菓 の 準備や ら 裏方 の 手伝に こ ま ご ま 立働
い て い た が ， さ ら に 自 分 で切餅 を 作 っ て き て 参
加者に配 っ た 。

や が て 美根 ク ニ がや っ て き た の で ヲ 神役一 同
が打揃 っ て ， ト ネ ヤ の グ ジ ノ シ ュ 神 を拝み， さ
ら に こ の 家 の 火 ノ 神 を 拝ん で か ら ， 神撲 を 持 っ
て ア シ ャ ゲ、 に 向 っ た。 こ こ で の拝みで は神詞の
唱 え は な か っ た 。 神銀は こ の 日 の 朝 ト ネ ヤ で作
ら れた も の で ， 高 台 の 上 に ， 塩盛 り ， 米 ノ 粉 を
水で こ ね た “ し ゅ ぎ" 米粒， ミ キ ， を 供 え ， そ
れ に 焼酎 を 置 い た も の で あ る 。 (写真⑨〉 こ の 神
撲 は本来な ら ノ ロ が も う 一式作 る か ら ， 高台 は
こつ に な る の だ と い う 。 神道 を 通 っ て ア シ ャ グ
に 着 く と ， テ /レ コ ( ス ド ゥ 神〉 の川注ti ヨ シ コ ，
イ 神 の 美根 ク ニ ， グ ジ ノ シ ュ の 安井真道は 白 い
神衣 に 着換え鉢巻 を し た が ， 大 岡 ウ マ ツ と 植原
ヤ ス エ は神衣 を 持参せず そ の ま ま で あ っ た 。

ア シ ャ ゲ で の神役た ら の 着座は ， 本来図 4 の
左の よ う に ， 神棚 に 向 っ て ノ ロ を 真 中 に し， そ
の右隣に テ ル コ ( ス ド ゥ 〉 神， 神棚 の す ぐ手前
に グ ジ ノ シ ュ ， そ し て イ 神 の 三人 は ノ ロ を と り
囲 む よ う に 座 る の だ が ， ノ ロ 不在 の 今 日 は ， テ
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/レ コ 神 を 真中 に し て 右 に グ ジ ノ シ ュ ， 左に イ 神
美根 ク ニ が並び， 他 の 二人 の イ 神が そ の後 に 座
り ， そ の他の参加者た ち は さ ら に そ の 後 に 座 っ
た。 (写真⑩〉 神棚 に は 榊が飾 ら れ， ミ キ と 焼
酎 を供 え ， 線香立 て に 7 本の線香 を 立て ， そ の
下 に神撲 の 高台 が置 か れ て ， 2 時半や っ と 拝み
が始 っ た。

ま ず美根 ク ニ が 次の よ う な神詞， r盆 ば ら い」
を 唱 え た 。

今 日 の 上 日 柄に
神の盆 を 供 え て
神の じ ん を 供 え て
神の盆 を 供 え て
首里の も の な ん
生れた る 泡盛の お酒瓶の
一滴す き あ げ て
か し き ん に 生れ た る
ぼ し き ゅ う ら ゆ ゆ き ゅ う ら じ ん
五つぶ し あ げ て
七つ ぶ し あ げて
花米三斗三升三合三勺 の
花米す き あ げて
お寮銭三千三百三十三 円 三十三銭三毛の
お寮銭す き あ げて
山 に祈 ら ば
木の き ぐ ち い き じ し ん
し ょ ろ ん が ぬ し
里 々 祈 ら ば
か ど い し き よ し ん
し ょ ろ ん が ぬ し
野原祈 ら ば
がやっ ぱ な い き よ し ん
し ょ ろ ん が ぬ し
一番は ま っ か な し
二番は 大蛇
あ く 蛇 口 は う ん し ん
し よ ろ ん か ぬ し
三番は宇検 の 清 ら 港 果報港
あ く な かぜ い れ ん
し ょ ろ ん が ぬ し
村ぬ人 あ し が ず つ ま かず

か こ り し ち た ぼれ
拝み立て た る く と や
う け と り さ ん と り し ん
し ま う ち た ぼれ

こ の 文句は テ ー フ。の録音 を お こ し て ， 何 と か
意味 を と れた と 思わ れ た も の を ， 先代の ノ ロ ，
福 山 ク ニ が所持 し て い た神詞 ノ ー ト と 照合 し て
文字 に し た に す ぎず， 不 明 の 部分が多 く ， 間違
い も あ る か と 思 う の だが， 要す る に ， 良 い 日 柄
を 選ん で， 神前 に 盆 を 供 え ， それ に 首里産の泡
盛 と 花米(韓米)や お寮銭 を のせ， 山や里， さ ら
に宇検の港に果報 を 招 い て 村人の幸福 を 祈 る ，
と い う 意味 を こ め た も の で あ ろ う 。 三 の数を重
ね て 呪的 な 効果 を 高 め よ う と し て い る の が興味
ふ か し、 。 こ の 「盆 ば ら い」 は ， も ち ろ ん ， 本来
ノ ロ が唱 え る べ き も の で あ る 。

「盆 ば ら い」 が済む と ， 続い て や は り 美枝 ク
ニ が 「身は ら い」 を 唱 え た。 こ れ も 同様に 本来
ノ ロ がや る の だ が ， ず っ と 短い の で、他の神役 も
日I�手口すー る こ と に な っ て い る 。 しか し， こ の 日 は
ク ニ だ け で ， 唱和 に は な ら な か っ た。 r身は ら
い」 は 次 の 知 く で あ る 。

わ が身 は 天道 の 一つ星
お ん た つ が腹 竜たつ が 腹
高天原 小天原
何 も か か ら ん 獄 山 の な す び
あ ぶ ら お ん け ん様
お頼み しや お ら ば
物知 ら ん こ と や
こ し た ら な て い た ぼれ
と う と か な し
と う と か な し

こ の 文句 に は 沖縄 の お も ろ ， 日 本の記紀神話
や， さ ら に ア ブ ラ オ ン ケ ン の よ う に 真言俳教の
影響が み ら れ， 専門外の私に は意味不明 で あ る
が ， 奄美大島 で は 家内 の j政いや身辺不浄の被い
な ど で ， 割 に ひ ろ く 使われて い る よ う だ。 (43)美
根 ク ニ な ど は ， 鍛冶 ノ 神 の い る と こ ろ を 通 る と
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き は いつ も こ の 「身は ら い」 を 心 の 中 で 唱 え る
の だ と い う 。

さ て ， こ う し て 神詞がすみ， 拝み も 終 る と ，
神役た ち は神衣 を 脱 ぎ座 も く つ ろ い で， そ れ ぞ
れが持寄 っ た一重一瓶 と ， ツ ギ エ や恵美が準備
し た酒肴や茶菓 で宴会 に な っ た 。 グ ジ ノ シ ュ の
真道は ， そ の 聞 に 高台 を 神前か ら 下げ， 神撲の
事， し ゅ ぎ， 米粒 を 神役 と 参加者一人一人の手
掌 に 箸で の せ， ミ キ を 注 い で廻 っ た 。 (写真⑪〕
こ う し て神撰 を い た だ き ， 御馳走 を た ベ酒 〔焼
酎〉 も ま わ っ て く る と ， 座 も 次第に盛 り 上 っ て
き た 。 私 も 写真 を 撮 っ た り ， 聴取 り 調査 を し な
が ら ， 同様に神鎮を い た だ き 御馳走 に な っ た。
やが て 小一時間 も た っ た頃， こ ん ど も 美根 ク ニ
の 主導で 「喜び の う た」 が始 っ た 。 こ れは 締 め
大鼓で拍子 を と り な が ら ， 皆で歌 う 祝い歌で，
ノ ロ 神 を 喜ばすた め に ア シ ャ グ で は必ずや る こ
と に な っ て い る そ う で あ る 。 (写真⑫〉 文句は 次
の 如 く で あ る が ， 二節毎 に “ ウ メ チ ャ ラ チ ュ ン
マ " と い う 蛾 し言葉が入 札 独特の雅趣が あ る 。

(ー〉
今 日 の よ か る 日 に
わ が ゆ わ て う す ろ
へ き の た ち だ ち
ぉ ゅ う ばか り ち

(二)
今 日 の ほ く ら しゃ
い つ よ り も ま さ り て
い つ も 今 日 の ご と に
あ ら ち た ぼれ

(三〕
が に や ぐ ま ち か ね て
し ばか り に し た ろ
て お そ ま ち か ね て
き ゅ り あ ら ん

こ の 文句 の意味は私に は よ く 判 ら な い が， と
に か く 慶祝の意味に は ち が い な い。 難 し言葉は
「思 っ て も い な か っ た」 と い う ほ ど の意味 だ そ

う で あ る 。 (44) と に か く ， こ う し て繰返 し祝い

歌が歌わ れ て 時が経ち ? ア シ ャ ゲ の外で踊 ろ う
か， と い う 芦 も あ っ た が ， 5 時す ぎ宴 を と じ，
満足 し た様子で参加者た ち は 帰 っ て い っ た。 そ
し て 安井真道夫妻 と 政恵美がす っ か り 跡か た づ
け を 済 ま せ， 九月 九 日 の ノ ロ 祭 り は ノ ロ 不在 な
が ら 無事終 っ た の で あ る が， こ の 場合 し か し ，
ノ ロ カ九、た と し て も ， 大 し て違い は な か っ た の
で は な か ろ う か。

IV むすu-社会変 動 と 毘俗宗教 = 伝
統文化の変容

I 章で説明 し た 問題関心か ら ， II 主主で は調査
地宇検 の概況 に つ い て ， ま ず摩史的背景 を 展望
い つ い で人 口 と 世帯か ら み た過疎高齢化， お
よ び生業 と 生活構造の変化 を分析 し て ， 社会変
動 の諸相 を 考察す る と と も に ， 村落構造 を 規定
す る 重要 な要素で あ る ， 親族 と 婚姻 に つ い て も ，
従来の諸研究 と 関連づ け て 言及 した。 こ れ を う
け て E章 で は ョ 神社神道や社調お よ び種 々 の 民
俗神 を め ぐ る 信仰の実態， ま た{弗教や創価学会
の影響な ど を概観 し て か ら ， ノ ロ 祭加 の 変遷 を
神役の継承か ら 考察 し， さ ら に 「九月 九 日 の ノ
ロ 祭 り 」 を 参与観察 し て ， 変化の現状 を 把握 し
よ う と 努 め た の で あ る 。

以上の こ と か ら 結論 を 導 き 出す の は ， ま だ調
査継続 中 で も あ り ， 覚 え書程度の 中 間報告 に す
ぎ な い本稿 で は 無理で あ る が ， 指摘 で き る 諸点
を 一応 ま と め て み る と ， 概ね以下 の 如 く で あ る 。

① 生業 と 生活構造の変化は も は や決定的 で，
新た な展開の萌 し も 当分は な さ そ う だ し， 著
し い過疎高齢化に歯止 め を し て ， 元 に も ど す
こ と も 全 く 望み う す で あ る 。 か く て 伝統文化
の 存立基盤は宇検で も 大 き く 動揺 し て い る 。

② 伝統の衰退は 時代の流れか ら ， ノ ロ 福 山 セ
ツ の 例 に も み る 如 く ， 自 然の成 り ゆ き で あ る
が ， そ れ を と ど め ， 保持存続 さ せ る に は ， 何
ら か の 実益 と 価値 (機能的意味〉 が認 め ら れ
な く て は な ら な い。 稲作が な く な っ て は キ ジ
ク レ (農祭 り 〉 が ノ ロ 祭把で何の意味 を も つ
の か， 全 く 疑わ し い 。 火 ノ 神や 山 ノ 神 も 同様
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だが， 大工神や水 ノ 神な ど に は ， ま だ機能的
意味が多分に あ る 。 ユ イ ワ ク 〔労働交換〉 が
すたれで も ， ア タ リ (部落当番) が機能 し て
い る の は 同 じ理 由 か ら で あ る 。 (45 )

③ 伝統文化の 存続保持は ， 特定 の担い手の努
力 に よ る と こ ろ が 大 き い 。 そ の 担い手は ， 挫
折か ら 再起す る と き に 伝統へ回帰 し た ， と い
う 体験 を も つ こ と が ， イ 神美根 ク ニ や グ ジ ノ
シ ュ 安井真道， さ ら に 政恵美な ど の 例か ら 窺
われ， そ の 場合， ユ タ の 介入が重要 な 契機に
な っ て い る の が注 目 さ れ る 。 (46)

④ 伝統保持の も う 一つ の担い手 は ， 当該村落
で信頼 さ れ て い る 有力 な リ ー ダ ー で ， 宇検で
は郷土誌作成 を 呼び か け ， そ の編集 を す す め
て い る 津 田義秋氏 な ど が そ の 好例で あ る 。 (47)
ま た ， 出郷者が伝統保持 を 働 き か け ， そ れ を
パ ッ ク ア ッ プす る と い う 一 面 も 無 視 で き な
い 。 (48) こ の 点 で は， 西阿室 の 場合 の 郷愛会の
動向 な ど， す で に 参考 と な る 事例 も あ る 。 (49)

⑤ 伝統が存続保持 さ れ る に し て も ， 何 ら か の
変容 を 余儀な く さ れ る の は ， 宇検 の ノ ロ 祭記
を み て も 明 ら か で ， 神撰づ く り ， 神衣裳や神
具， 神詞な ど の省略， ノ ロ の 代行な ど儀礼の
すべ て に 及ん で い る 。 こ れ は 神役の後継者問
題 と も 絡 ん で， 今後は さ ら に 顕著 に な り ， ま
た深刻な事態 に も な り か ね な い 。

⑥ {弗教基盤が元来 よ わ い奄美で は ， 日 蓮正宗
・ 創価学会の 診透 も 浅 く ， 宇検 の 如 き 僻遠 の

過疎地では影響 も わ ず か で あ る 。 こ れが カ ト
リ ッ ク の よ う に全 く 異 な る 宗教体系 が定着 し
た西阿室の 場合 な ら ， 伝統 の崩壊が容易 に 起
り 得た の で あ ろ う が， 宇検 で は そ の 可能性が
甚だ う す い 。

⑦ 神社神道が戦前 の一時期， 民俗宗教 を お さ
え た か に み え た が ， も と も と 民俗宗教 と の習
合部分 も あ る こ と で ， 後者 に 代わ る 存在 と は
な り え な か っ た 。 こ の 点 で は， l'弗教 と 同様に ，
伝統文化へ の 影響力 は 今 日 で も 少 な い 。

付 記
宇検の 調査で は ， 宇検村役場や教育委員会の

関係各位， 宇検部落の 区長 さ ん を は じ め住民の
皆 さ ん に 温 か い御協力 を い た だ き ， 心か ら 感謝
し て い る 。 と り わ け津 田義秋氏御夫妻に は す っ
か り 御世話 を か け 何 と 申上げ て よ い か ， 御礼 の
言葉 も な い 。 ま た宇検村の地方史 に詳 し い渡武
彦 ・ 大友英良両氏 と 宇検出身の興茂利氏 の御教
示に も 感謝 し て い る 。 さ ら に調査実施 の仲介を
さ れ， 調査 中 も い ろ い ろ 援助 し て 下 さ っ た古仁
屋中学の 青堀美子教諭 (東洋大社会学部卒〉 に
も ， あ ら た め て 御礼 申上げ た い 。 な お本稿 の文
中 で は繁雑 に な る の で多 く の 方 々 の敬称を省 き
失礼 した こ と を 一言お断 り し て お く 。

そ れ か ら ， 私た ち の調査は注12で述べた よ う
に ， 私 を 含 め た14名 に よ る 共同調査で あ り ， 本
稿 も そ う した共同研究者の 協力 の 下 に 書 き あ げ
る こ と が で き た こ と を 申添 え た い と 思 う 。

注
( 1) 安斎 1984， pp. 152�54 
(2) 同， pp. 155 � 6  
(3) 過疎地域問題調査会， 1975， p. 236 
(4) 同， p . 243 
(5) r老人人 口 ， 本土 よ り 20年先行一一奄美の高齢

化ハ イ ピ ッ チJ ， W大島新聞.Jl (1983年 8 月 19 日 〉
(6) 安斎 1984， p. 152 
(7) 高木宏夫 1960， p. 363 
(8) 安斎 1984， p. 152 
(9) 松下志朗 1983， pp. 45� 6 
(10) W焼内ぬ親が な し.Jl 1979， p . 9 
日1) W う け ん村勢要覧.Jl 1979 p. 9 
凶 調査 に 参加 し た大学院生は， 慶応大で の私の ゼ

ミ の参加者で， 次の通 り で あ る 。 慶応大か ら 民族
学専攻の) 1 11崎史人， 渡辺静雄， 考古学専攻の森本
伊知郎， 社会学専攻の今技法之， 阿南透， 榎本和
美， 高 田峰夫， 吉永美也子， 国文学専攻の)1 1添裕
希， 都立大か ら 社会人類学専攻の 棚橋訓， 東洋大
か ら 国文学専攻の高達奈緒美， 学習院大か ら 国文
学専攻の福寛美。 こ の よ う に調査員の所属大学や
専攻が多彩で， い わ ば一種の学際的 な メ ンバー構
成 に な り ， そ の こ と が質量 と も に か な り の調査資
料 の 収集に つ な が っ た よ う に思 う 。 いずれ正式報
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告で は ， それ ら を 十分に検討吟味 し， 分析 し た い
と 考え て い る 。

回;) w焼内ぬ親が な しj] 1979， pp. 44- 5， p. 58 
M 同， p. 21 
日5) 同
(16) 郷友会は 出郷者 と 故郷 を結びつ け る 組織 と し て

南島 (沖縄 ・ 奄美) で顕著な も の で， 琉球新報社
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奄美 に 関 し て は先に触れた西阿室の場合 を ， 安斎
教授 ら が詳 し く 分析 さ れて い る 。 安 斎 伸 ほ か
1981 ・ 2

宇検郷友会に つ い て も ， いづれ別の機会に 考察
し た い と 考え て い る 。

間 松下 1983， p. 156 
(18) 奄美の一宇姓に つ い て は ， 沖縄や鹿児島 な ど と

比較 し た興味深い研究が あ る 。 大城健 1982， pp.  
281 �87 

(19) 蒲生正男， 1959 な お上野手口男 1983， p. ll参
照。

ω) 中根千枝 1964， pp. 1 19-55 上野 1983参照。
凶 村武精一 ・ 鈴木二郎 1965， pp. 332- 3 ， 

小川徹 1965， pp. 112- 21， 比嘉政夫 1967 
仰 上野 1983， pp. l0- n 
自3) 同， p . 19 
(24) 調査時の69世帯の う ち ， 教員住宅 の 2 世帯 を 除

く 67世帯 に つ い て世帯調査 を 実施 し たが， 調査不
能10世帯が あ っ て ， デー タ と し て 利用 で き る の は
57世帯に と ど ま っ た。 調査不能の理 由 は ， 入院 中
2 ， 他出 中 1 ， 多忙で不在がち 3 ， 調査拒否 4 世

帯で あ る 。 こ の結果， 回収率は85% で あ る o
関 上野 1983， p . 20 参照。
(26) 国{中寛徒 1974， p. 376 
白7) W う け ん村勢要覧j] 1979， pp. 16- 7 
。目 薗 田稔 1982， pp. 352 - 68， こ こ で は 島立神祭

型 ・ 貴種慰霊型 ・ 英雄紀霊型 ・ 分霊勧誘型 ・ 国家
祭前日型の五類型の神社成立の詳 し い年譜 と と も に
大島本島 の テ ィ ラ (民俗神系神社〉 や ノ ロ 祭把 の
ミ ャ ー ・ ア シ ャ グ と か ト ネ ヤ な ど に つ い て も 分布
図が提示 さ れて い る 。

世田 向， p. 366 
旧日) 同， pp. 364 - 5  
ω 宮家準 1976， pp. 382- 3 
倒 蘭 回 1982， p. 360 
自司 昇曙夢 1949， pp. 484-8 な お本文で上述の幸

謙 (賢〕 が廃悌棄釈 の た め 全島 を 巡廻 し た 明治 3
年， 宇検に も き て碇家の 先祖の位牌 を 焼棄て さ せ
た時に， 碇家の主人がイ立牌 の文字を 書 き と っ て お
い た も の が 「先祖御卒去 日 記録」 で， そ れ が本文
で云 う 家譜で あ る 。 こ の こ と に つ い て は， 本書pp.
486- 7 に も 紹介 さ れ て い る 。

叫 本節で述べ た民俗信仰 ・ 民俗神に つ い て ， 同 じ
宇検村 の 芦検の場合 を ， 他の奄美大島 の諸村落 と
比較 し た興味ふかい調査結果が あ る 。 宇検 と 芦検
で は ， も ち ろ ん差異 も あ る が， 全体 と し て は 同 じ
傾向がみ ら れ る よ う で あ る 。 水品伎哉 1981， pp 
136- 46 

間 興茂利 1951 ， p. 24 な お著者は宇検出身で‘
( 島根県松江市在住:)， 前節 の高千穂神社の現在の
社守 ・ 津 田 直子の叔父 で あ る 。

側 同， p. 23 
(問 加計呂麻島の木慈 で は ， 太陽 ( テ ダガナ シ ) を

信仰す る イ ガ ミ が テ ダ ・ イ ガ ミ と い う よ う に ， ナ
ル コ ・ イ ガ ミ ， テ ル コ @ イ ガ ミ ， ナルへ の イ ガ ミ ，
ナル ワ シ の イ ガ ミ ， ウ フ ス デ ィ の イ ガ ミ な ど が あ
る と い う 。 伊藤幹治教授は， こ う し た 分化 は イ ガ
ミ が， それぞれ信仰す る 神の名 を つ け た た め に生
じ た ら し い， と 述べ て い る 。 (伊藤 1980， p. 120) 
宇検の テ ル コ 神 も ， こ れ と 同様な の だ ろ う か。 な
お， ス ド ゥ 神は木慈の ウ フ ス デ ィ と 関係が あ り そ
う な気がす る 。

旧日 占代で は部落は 山手に あ っ た が， 後に 次第に海
岸 よ り (金久〉 に 下 り て き て ， ア シ ャ ゲ も ミ ャ ー も
同様に海岸 よ り の 中央部に移動 し た， と い う 。 〔昇
1949， pp. 131 - 2 ) 宇検で の私の推測 も こ の見方
に ほ ぼ合致す る と 思わ れ る が， 宇検の場合は， 本
文で述べた よ う に ， ア シ ャ ゲか ら ミ ャ ー が分離 し
た の で は な い か と ， 私は と り あ え ず考 え て お き た
し 、。

(湖 屋根の棟木に 「紫微霊童駕 昭和三十一年旧十月
吉 日 上棟式 棟梁 今村徳、茂J と 墨書 し て あ
る 。 紫微饗駕 は本来は天宮賜福の 四字に連な る も
の で ， 天官や北極紫微大帝が饗駕 に の っ てや っ て
き て ， カ を 合せて家を守 り 家族 を幸福 に し て ほ し
い と い う ， 除災招福の た め の道教の 況語 と さ れ，
18世紀に沖縄に伝わ っ て か ら 南島各地に 伝揺 し た
と み ら れ る 。 上棟式に こ の 呪語 を 記す習俗は， 窪
徳忠教授に よ る と ， 奄美で は奄美大島 と カ日計 呂 麻
島， 喜界島 に だ け み ら れ る と い う 。 宇検 で は こ の
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ア シ ャ グ と 紬工場の も の を 見 た が， ま だ他に も あ
る か と 思われ る 。 な お ， 窪徳忠; 1981， pp. 99-
121 参照。

(40) い ま で は ピ ン詰の ミ キ が市販 さ れ， 簡便で重宝
が ら れて い る 。 ノ ロ の福 山 セ ツ の と こ ろ で も ， こ
れを利用 し て い た。

(41) ア シ ャ ゲ と ト ネ ヤ の 関係では， 伊藤幹治教授が，
祭場お よ び神鏡 の 炊事場や神役の住居 と し て の機
能か ら ， 加計 呂麻烏の諸部落に つ い て ， 次の三つ
の型に分け て い る 。 ① ア シ ャ グ と ト ネ ヤ が各 し
②ア シ ャ ゲ 2 と ト ネ ヤ 1 ， ③ア シ ャ ゲのみ。 (伊
藤 1980， pp. 153 - 9 ) 宇検で は こ の①に相当す
る。

(め い ま は と述の よ う に ， 前記の 市販の も の で間に
合わせて い る が， む か し は か な り 念入 り に ミ キ作
り が な さ れ も た の と 恩われ る 。 私は昭和57年に沖
縄本島北部の辺名地で， シ ヌ グ祭の 際， 三 日 が か
り で テ ィ ウ ス ( 当番， 宇検の ア タ リ と 同 じ ) が ミ
キ を 作 る 工程 を観察 し たが， 宇検で も かつ て は 同
様 な 光景が見 ら れた の で あ ろ う 。 高橋統一 ・ 大越
公平 1982， pp. 73 -90 

(43) 外聞編 1979， p . 1l3 
(叫 瀬戸内町俵に 「 う っ し ゃ ら し ゃ ん ま へ J と い

う 祝い歌が あ る と い う ， 伊藤幹治教授の報告が あ
る が， こ の歌の文句は宇検の と は全 く 違 う 。 ど う
い う ふ う に歌 う の かわ か ら な い が， ウ ッ シ ャ ラ シ
ャ ン マ へ ー は宇検の よ う に ， や は り 嫌 し言葉な の
で は な か ろ う か。 (伊藤幹治 1958， 首i注書， p. 
135参照〕。 な お， 奄美の神歌 に つ い て は， 次の文
献に適切な説明が あ る 。 内 向 る り 子， 1983 ( と く
に第 1 章， 第 6 章〕

(4日 ア タ リ は む か し は30歳の男 が な っ た が， 過疎高
齢化の た め ， い ま は そ の年の干支 の 男 が な り ， 同

気 を み る の が上手な人 (男) がい た と い う 。 現在
は そ う い う 者は い な い よ う だ。

間 津田 氏 は奄美各地で永年教職 に あ っ た 元 校 長
で， 退職後は宇検村教育委員に な っ た。 郷土文化
の伝承保存に熱意 を も ち ， 数年前か ら 宇検部落の
郷土誌作成 を 呼びか け， 全部落的規模で推進委員
(30名)， 編集委員 (12名) を決め， 自 ら そ の 中心
に な っ て綴集作業 を すすめ て い る 。 そ し て私たち
の宇検調査が， 同氏 の熱意 を一層刺激す る こ と に
も な っ た よ う で あ る 。

(48) 注切の興茂利氏 の論文 に は， 郷土文化保存への
願望 と 望郷の念が盗み 出 て い る 。 こ れは輿氏が国
学院大 を 出 た元高校長で， 民俗学に造詣が深い こ
と か ら 当然で あ る が， 昭和47年 (1972) に帰郷 し
た折， 偶 々 ， 神道の一部がふ さ がれて い る の を み
て， そ こ を 開 け さ せた と い う 。

(49) 注側) の安斎教授 ら の論文に は ， 西阿室の郷愛会
が過疎化 し た母村に物心両面で テ コ 入れ し て い る
様相が述べ ら れて い る が， こ れは大正期以来， 本土
で名 を な す出郷者 を輩出 し て き た， と い う 事実 と
無関係で、 は な い。 こ の こ と は注 1 の安斎論文で も
指摘 さ れて い る が， 西阿室で は カ ト リ ッ ク の布教
定着に よ っ て， 伝統崩壊 を 早め た面 も 大 き い の で，
必ず し も 有力 な 出郷者が伝統保持にカ を重量 く した
と ばか り は 云 え な い。 宇検出身者で西阿室出身者
の よ う に ， 本土で名 を な し た者は， い ま の と こ ろ
耳 に し て い な いが， 津田義秋氏 に よ る と ， 焼内の
人 (宇検村の人〕 は加計呂麻島 の人に較べ進取の
気象に 乏 し い と 云われ í ユ イ チ (焼内〉 ブノレム
ン(融通の き かぬ奴)J と い う 表現 も あ る く ら い だ
と い う 。 いずれに し ろ ， 宇検の 出郷者や郷友会の
動向 に つい て は ， 注16で述べたま日 く ， 今後 も っ と
調査す る 必要があ る 。

じ干支の女が補助する よ う に な っ た。 つ ま り 原則
と し て36， 48， 60歳が該 当者だが， 50歳， 60歳 ぐ 参 照 文 献
ら い の こ と が多い。 ア タ リ は 区長 (選挙で な る 〉 安斎伸 「奄美 ・ 西阿室の村落生活の変動 と 宗教J，
の指示に よ り 日 常の広報連絡 を 担 当 す る が， 八月 『南島に お け る キ リ ス ト 教の受容」 第一書房 1984 
踊 り や豊年祭での世話役 ・ 余興係 な ど の仕事が あ 安斎伸他 「出郷者 の移動形態 と 母村の変容j， [j'上智
る 。 こ の他に火の番が約二ヶ 月 に一度ずつ各戸に 大学社会学論集j] 6 ・ 7 ， 1981 ・ 2
廻 っ て く る 。 部落全体の作業 と し て は第三 日 曜の 伊藤幹治 「奄美の 神祭j， Ií国学院大学 日 本文化研
清掃で， 排水溝の砂洗い， 簡易水道の草刈 り が み 究所紀要」 第三輯， 1958 ( í奄美， 加計 呂 麻島の神
る 程度で あ る 。 祭 り 」 と し て 『沖縄の宗教人類学』 弘文堂， 1980に

(細 見 て も ら い に ゆ く の は主 に 名瀬 の ユ タ で あ る 再録)
が， か つ て は隣の久志部落に も お り ， 宇検に も 運 上野和男 「奄美の社会構造j， [j'奄美の神 と 村H上
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野和男 ・ 大越公平編)， 至文堂 1983 然 と 文化Jl 1960 
内 田 る り 子 『奄美民謡 と そ の周辺』 雄山間 1983 高橋統一 ・ 大越公平 「沖縄辺名地の社会人類学的調
大城 健 「奄美の姓 一一ー と く に 渓宇一宇姓に つい 査 I 一一シ ヌ グ祭肥 と 村落構造j， Iï'東洋大学ア ジ ア

てj ， 九学会連合奄美調査委員会編 『奄美 一一 自 然 ・ ア フ リ カ 文化研究所 ・ 研究年報Jl 17号， 1982 
- 文化 ・ 社会』 弘文堂 1982 中根千枝 1 < ヒ キ 〉 の分析一一奄美双系社会の乱縁

小) 1 1 徹 「羽地村真喜屋の社会誌学的研究j， Iï'沖 組織j， Iï'東洋文化研究所紀要Jl 33， 1964 
縄の社会 と 宗教Jl (東京都立大学南西諸島研究委員 昇陪夢 『大奄美史』 奄美社 1949
会編) 1965 比嘉政夫 1 < ヒ キ 〉 の概念 と 円 中j， Iï'社Jl 1 - 3 ・

興茂利 「奄美大島の信仰問題一一宇検村大字宇検 を 4 ， 1967 ( 1 門 中研究 を め ぐ る 諸問題J の補論 と し
中心 と し て j， Iï'島根民俗Jl (復刊 2 号) 1951 て比嘉 『沖縄の 門 中 と 村落祭紀』 三一書房 1983 に

過疎地域問題調査会， 1鹿児島県瀬戸内町に お け る 調 再録〉
査j， Iï'過疎地域問題調査会報告書Jl 1975 外関守善編 『南島歌謡大成Jl (第 5 巻 ・ 奄美編) 角

蒲生正男 「奄美社会j， Iï' 日 本民俗学大系 12Jl 平凡 川書j苫 1979
社 1959 (1奄美の親族組織 と 社会構造」 と し て上 水品佳哉 「芦検に お け る 伝統宗教j， Iï'民俗文化 ・ 第
野和男 ・ 大越公平編 『奄美の衿 と 村 ・ 現代の エ ス プ 5 号一一一鹿児島県大島郡宇検村芦検調査報告』 跡
リ No. 194Jl 至文堂 1983に再録) 見学園女子大学民俗文化研究調査会 (植松明石 ・ 藤

田仲寛徒 「人倫 に 関す る 宮古方言j (遺稿， 昭和 4 崎康彦編) 1981 
年)， 大川恵、良 『伊良部郷土誌』 私家版 1974の巻 宮家 準 「神社信仰についてj ， 九学会連合沖縄調
末に収録 査委員会編 『沖縄一一 自 然 ・ 社会 ・ 文化』 弘文堂

窪徳忠 『 中 国文化 と 南島』 第一書房 1981 1976 
薗 田稔 「神社創建 に み る 奄美の特性j， 九学会連合 村武精一 ・ 鈴木二郎 「琉球社会組織に 関す る 若干の

奄美調査委員会編 『奄美 自 然 ・ 文化 ・ 社会』 弘文 問題一一一編者あ と が き j， Iï'沖縄の社会 と 宗教Jl (東
堂 1982 京都立大学南西諸島研究委員会編) 1965 

高木宏夫 「宗教の フ ァ ラ に お け る 役割j， Iï'奄美 ・ 自

-- 27 一 (94)



九 月 九 日 の ノ ロ 祭 り

⑦ ア シ ャ グ (正面〕

⑧ ノ ロ 神 を 記 る 神棚

⑨ 神鰻
ト ネ ヤ で グジ ノ シ ュ が用意 し た も の

⑩ 神役たち が着座 し て拝む
ノ ロ 不在で， イ 神の美根 ク ニ が神詞 を 唱 え る

⑬ グジ ノ シ ュ が参加者に一人ずつ神鍍 を 配 り ，
ミ キ を注 ぐ

⑫ 締 め大鼓 の拍子で 「喜びの う たJ を 歌 う



① 高千穂神社

④ ノ ロ の 首飾 り

② 厳島神社 (オ テ ラ ) の 内部

⑤ ノ ロ の髪飾 り

③ 水 ノ 神の拝み場
ト イ の コ ウ ， ま た は キ ュ ツ
キ ュ ッ と い う

⑥ 神詞 ノ ー ト
ノ ロ の福山〔要〉 ク ニ が所持 し て い た も の


