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慶 良 間 群 島 の 祭 団 連 合

沖縄 の民俗 宗教 ノー ト(1)一

伊  藤  幹  治*

1.は じめに

豆.男 女神役の地位と役割

u.播 種儀礼 と加入礼

IV・折 目と御願

V・ 男女神役の継承 とその社会的基礎

級0お わ りに

1.は じ め に

 戦後,沖 縄の社会人類学は飛躍的な発展をとげた。この10年 ばか りのあいだに,す

ぐれた調査報告や作業仮説がいくつか公にされている。広義の人類学的な沖縄研究の

主導権が,柳 田国男や折口信夫を先駆者とした民俗学から社会人類学へ徐々に移 りつ

つあるといってよいだろう。

 こうして社会人類学的な研究が活発になるにつれて,親 族組織や世界観の問題が集

中的に取 りあげられるようになった。そして,沖 縄研究は,こ の二つの問題を軸に し

て急速に進展した。 いずれも,沖 縄の伝統的な社会e文 化を理解するうえで重要な問

題であるが,こ のほかにも取りあげてみなければならない問題がいくつかある。御嶽

(ウタキ)と 呼ばれる聖なる杜をめぐって形成された祭団の構造とか,女 性神役を中

心とする祭祀=信仰体系の問題などが,そ のひとつである。 どれも資料の蓄積が十分

でないという事情もあって,こ れまで積極的に検討されていない。
                    0

 筆者がはじめて沖縄を訪れたのは,1959年 の10月 のことである。当時は,戦 後の沖

縄研究がやっと端緒についたばか りであった。筆者は,翌 年の9月 末まで,1力 年ほ

ど沖縄本島に滞在し,主 として沖縄本島の周辺の島々を訪れて,御 嶽崇拝や祭祀組織,

農耕儀礼などを中心とした民俗宗教に関する基礎資料の採録につとめた。慶良間群島

の阿嘉島 ・慶留間島,沖 縄本島北部の古宇利島,伊 是名島などの離島が,筆 者の主要

な調査地であった。 採録資料の0部 はすでに報告 したが[伊 藤1962:7-12,1974a:

155-182,1974b],そ のほとんどは未発表のまま今日に至 っている。

 調査をおこなった時から,す でに15年以上の歳月が経過 している。その間,沖 縄の

*国 立民族学博物館第3研 究部

336



伊藤 慶良間群島の祭団連合

社会は産業化や都市化の波 にあらわれて急激な変化をとげている[松 原1972:175-

197;IToH l974:51-57]。 筆者が訪れた離島の生活も,お そらく例外ではないだろ

う。こうした状況を十分に知りながら,こ こにひと昔以上 もまえに採録した資料を報

告するのは,ほ かでもない。沖縄の民俗宗教に関する資料の蓄積とその検討が,こ れ

までかならずしも十分におこなわれていないということが,そ のひとつの理由である。

いまひとつは,将 来,沖 縄の宗教変動の問題を検討するうえで,こ こに報告する事例

も,ひ とつの素材になると考えるからである。

 本稿は,副 題が示しているように,沖 縄の民俗宗教を主題とした調査報告である。

この報告にひきつづいて,当 時,沖 縄の離島で採録 した資料を逐次,本 誌に発表する

予定である。

 慶良間群島は沖縄本島の南西海上に位置し,前 慶良間(メ ー ・キラマ)と 後慶良間

図1 後慶良間(ク シ ・キ ラマ)の 島々

337



国立民族学博物館研究報告  2巻2号

(ク シ ・キ ラマ)か らな る。 前 慶 良 間 は渡 嘉 敷 島 と前 島,後 慶 良 間 は座 間味 島 と阿嘉

島,慶 留 間 島 な どか らな って い る。 後 慶良 間 の 島 々 は,行 政 的 に は座 間 味村 に属 して

いて,座 間 味 島 の座 間味 が 行 政 上 の セ ンター にな って い る。 ここ に取 りあ げ る阿 嘉 島

は周 囲9・81キ0メ ー トル,慶 留 間 島 は周 囲5.89キ ロメ ー トル の小 島 で,調 査 時 の1960

年3月 現 在,阿 嘉 島 は戸 数114,人 口703,慶 留 間 島 は戸 数37,人 口193,い ず れ も鰹

漁 を 中 心 と した漁 業 と農 業 を生 業 と した村 で あ る。

亜.男 女神役の地 位 と役 割

 阿嘉島と慶留間島の祭団は,そ れぞれ独立した単位ではない。相互に連結 してひと

つの祭団を編成 し,祭 団連合という形態をとっている。したがって,祭 団によってお

こなわれる行事も,こ うした編成のあり方を反映 して,い くらか複雑になっている。

 興味深いと思うのは,祭 団連合という現象が,両 島の住民の歴史的な親縁関係と深

くかかわっていることである。阿嘉島と慶留間島には,二 つの島の創成過程を物語る

伝承がいくつかある。

 ある伝承によると,む か し,阿 嘉島と慶留島は無人島であった。そこで座間味島の

座間味村に住む阿真大比屋の子孫の 冨里大比屋と上地大比屋,下 之大比屋,同 島の

阿真村に住む神麻大比屋の子孫の慶留間島大比屋たちが協力して,阿 嘉島と慶留間島

に村をつ くった。現在,両 島に祀 られている御嶽の上殿 と下殿は,そ れぞれの村を創

始 した先祖が住んでいたところ,と いわれている。この伝承では,だ れが始祖なのか

はっきりしないが,別 の伝承によると,阿 嘉島の始祖は冨里大比屋,慶 留間島の始祖

は慶留間大比屋になっている。

 二つの伝承では,阿 嘉島と慶留間島の始祖が,そ れぞれ座間味島の座間味村 と阿真

村から出たということになっているが,つ ぎのもうひとつの伝承は,阿 嘉島を本村,

慶留間島を分村 とする島の人びとの考えを反映している点で興味をひく。それによる

と,阿 嘉島を創始 した冨里大比屋の孫にあたる上地大比屋に,二 人の男子と二人の女

子がいた。長男は阿嘉大比屋といって,父 のあとをつぎ,そ の子孫が阿嘉島の女性神

役とこれを補佐する男性神役になった。次男は上地仁屋といい,慶 留間島の家系をつ

ぎ,そ の子孫が慶留間島の女性神役と男性神役になった。また,長 女は真嘉春金 とい

って祝女(女 性神役の頭目)に,次 女の思加那志金は巫女(ユ タ)に なった,と いう

のである。

 この伝承によると,阿 嘉島と慶留間島の男女神役を出している家筋の原点が,阿 嘉

島出自の上地大比屋ということになる。その歴史的な真偽は別として,両 島の男女神

役の原祖が,阿 嘉島の上地大比屋の二人の兄弟だという点は注目に価する。 このこと

が,両 島の祭団編成のあり方を示唆 しているように思われるからである。
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 両 島 の祭 団 は,根 神(ニ ー ・ガ ン)と 呼 ばれ る6人 の女 性 神 役 と これ を補 佐 す る男

性 神 役 の根 人(ニ ー ・ッチ ュ)を 中心 に,ウ クデ ィ,サ ンナ ン シー,パ ーパ ー ・ター,

一 般 の人 び とに よ って編 成 さ れ て い る
。 根 神 と根 人 の数 は以 前 か ら一 定 して い るが,

阿 嘉 島 と慶 留 間 島 とで は そ の数 が異 な って い る。 阿嘉 島 に は根 神 が5人,根 人 が3人

い るが,慶 留 間 島 で は根 神 が1人,根 人 が2人 しか い な い。 根 神 の数 が 阿嘉 島 に集 中

して い る の は,阿 嘉 島 が本 村,慶 留 間 島 が 分 村 とい う こ とと,あ るい は 関連 して い る

のか も しれ な い 。以 下,男 女 神 役 の地 位 と役 割 を のべ て み る こ と に しよ う。

 根 神 は そ れ ぞ れ 称号 を も って い る。 阿 嘉 島 の根 神 は,祝 女(ヌ ル),ム シ ジ キ,ウ

シチ ャキ,エ ー チ ャ シ ャ と呼 ば れ,慶 留 間 島 の 根 神 は,ミ ー ク ム と呼 ば れて い る。 慶

留 間 島 に はか つ て ア キ ヌ ギ レー とい う根 神 が いて,両 島 の根 神 は 「ナ ナ ・ヌ ・ニ ー ガ

ン」 (7人 の根 神)と 総 称 され て い た と い うか ら,7人 が根 神 の基 本 的 な編 成 単 位 で

あ った ら しい。 ア キ ヌ ギ レー の継 承 が たえ て しま った た め に,慶 留 間 島 の根 神 は ミー

ク ム だ け に な って い るわ け だ 。

 両 島 の根 神 に共 通 して い る点 は,ど の根 神 も,特 定 の家 筋 か ら選 出 ・継 承 され て い

て,ミ チ ャ ン御 棚 と呼 ば れ る神 棚 を祀 って い る こ とで あ る。 なか で も阿嘉 島 の祝 女 は,

根 神 の なか の 最 高権 威 者 で,琉 球 王 朝 の こ ろは,祝 女 地(ヌ ル ・ジ0)と 呼 ば れ る土

地(畑)を 拝 領 して い た とい う こ とだ。1930年 ごろ ま で は,稲 や 麦 の 収穫 が 終 わ る と,

祝 女 ジ カ とい って,稲 と麦 を1合 ずつ 祝 女 に醸 出す る こ とが,島 の 人 び との義 務 に な

って い た とい う。 一 般 の 女 性 の な かか ら選 ばれ るサ ンナ ン シー も,農 繁 期 に な る と,

祝 女 の婚 家 に 出か けて,田 畑 の 手 伝 い をす る こ とを 義務 づ け られて い た とい う こ とだ。

どれ も旧慣 にす ぎな い け れ ど も,祭 祀 上 の主 導 権 を も って い る点 は,い ま もむ か し も

ほ とん ど変 わ って い な い。

 男 性 神役 の根 人 は,祭 祀 に参 加 して,根 神 に 白酒 を 注 い だ り,御 嶽 を管 理 す る こ と

を 主 な役 割 と して い る。 ま た,根 神 と同 じよ うに,根 人 の継 承 も,特 定 の家 筋 の 男性

にか ぎ られ て い る。

 ウ クデ ィは,根 神 を 補 佐 す る女 性 神役 の ことで,ウ ク リと もウ ク リ ・カ ミ ンチ ュ と

も呼 ば れ て い る。 根 神 と同 じよ うな 機能 を も って い るが,異 な って い る点 もい くつ か

あ る。根 神 が阿 嘉 島 と慶 留 間 島 にま た が る祭 団 連 合 レヴ ェル の女 性 神 役 で あ る の に対

して,ウ クデ ィは それ ぞ れ の島 の 祭 団 に帰 属 して い る女 性 神役 で あ る こ とが,そ の ひ

とつ で あ る。二 つ の島 で は,毎 年,折 目(ウ イ ミ)と 呼 ば れ る祭 祀 が定 期 的 に お こな

われ て い るが,5月 御 祭 と6月 御 祭,シ ワサ シ(悪 霊 駆 除)と い う3度 の折 目に か ぎ

って,阿 嘉 島 の根 神 が慶 留 間 島 を訪 れ て 合 同祭 祀 を お こ な って い る。 この合 同 祭 祀 に

参 加 す る の は,慶 留 間 島で は ミー ク ムだ けに か ぎ られ て いて,ウ クデ ィは これ に参 加

す る資 格 を もた な い。 根 神 が本 神(ホ ンガ ミ)と 呼 ばれ て い るの に 対 して,ウ クデ ィ

が脇 神(ワ チガ ミ)と 呼 ば れ て い るの は,こ う した参 加 資 格 の 問 題 と関 連 して い る と
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み て よ い だ ろ う。

 い ま ひ とつ は,根 神 が特 定 の 家 筋 の女 性 に よ って 継 承 され て い るの に対 して,ウ ク

デ ィが 根 神以 外 の一 般 の女 性 か ら選 出 され,家 筋 が特 定 化 され て い な い と い う こ とだ 。

しか も,根 神 の ば あ い と ちが って,ウ クデ ィの 数 は,か な らず し も一 定 して い な い。

調 査 時 の ウク デ ィは,阿 嘉 島 で は5人,慶 留 間 島 で は3人 だ が,両 島 の ウ クデ ィ は,

戦 前,か な りの人 数 に及 ん で い た とい う ことで あ る。 ま た,ど の ウクデ ィ も神 が か り

にな った り,病 気 の治 療 を して も ら った 巫 女(ユ タ)に すす め られ た り して,ウ クデ

ィ とい う地 位 につ いて い る こ と も,根 神 との ちが い を 示 す指 標 に な って い る。

 サ ンナ ンシー は 男女 神役 につ か え る女性 下 役 の こ とで,折 目 ご と に各 戸 か ら米 を あ

つ めて 白酒 を つ くった り,供 え 物 の 準備 を した りす る ほか,根 神 の お 伴 を す るの が主

な役 目 に な って い る。 任 期 は1力 年 で,2月 か ら8月 にか けて お こなわ れ る折 目に参

加 し,男 女 神 役 の も とで はた ら くこ とが 義務 づ け られ て い る。

皿.播 種儀礼 と加 入礼

 阿 嘉 島 と慶 留 間島 の播 種 儀 礼 は,稲 種 の成 育 を 祈 願 す る 宮種(ミ ヤダ ニ)と 海 の彼

方 か ら訪 れ る来 訪 神 ヤヘ ー ・ヌ 』・ミチ ャン ガ ナ シ を迎 え る種 取 り(タ ン トゥイ),ジ

フニ 祝 か らな る。

 種 取 りに つ いて は,こ れ まで 小 牧 実 繁[1931:178-179]や 知 念 勉 之 助[1934:509-

510],河 村 只雄[1942:209-212]な どに よ って 報 告 され て い る が,こ の行 事 が外 来

者 を排 除 して,秘 密 裡 に お こな わ れて いた とい う事 情 もあ って,ど の報 告 も,そ の全

貌 を と らえつ く して はい な い。 そ の一 部 を の べ て い る にす ぎ な い 。筆 者 が 訪 れ た と き

は,種 取 り とジ フニ 祝 の行 事 は た えて しま い,宮 種 行 事 だ け が お こな われ て いた 。 河

村 の報 告 が公 けに され た1942年 ご ろ,種 取 り とジ フニ 祝 の行 事 が廃 止 され た と伝 え ら

れ て い るが,そ の 理 由 は は っき り しな い 。 つ ぎ に 紹介 す る播 種 儀 礼 の 実 態 は,筆 者 が

聴 き書 に よ って 採 録 した 資料 に も とつ い て再 現 した もので あ る。

 播 種 儀 礼 は 旧暦9月 に お こなわ れ る。 ま ず は じめ に,稲 種 の成 育 を祈 願 す る宮 種 が,

阿嘉 島 と慶 留 間 島 の根 神 に よ って,阿 嘉 島 の聖 な る杜 グ シ クで お こな わ れ る。 この 日,

両 島 の家 々で は 稲 の種 つ け を お こな う こ とに な って い るが,グ シ クで は,パ ー パ ー ・

タ ー(お ば あ さん 連 中)と 呼 ば れ る女 性集 団へ の加 入 礼 と,種 取 りの 日に村 の警 備 に 一一

あ た るヤ ジ クの選 定 が お こ なわ れ る。 ヤ ジ ク は マ ー ム ン神 と も呼 ば れ,サ ンナ ン シー

をす ませ た パ ーパ ー ・ター の な か か ら数 人 選 ば れ る。 そ の頭 目 を ヤ ジ ク頭 とい い,阿

嘉 島 と慶 留 間 島 か らひ と りず つ選 出 さ れて い る。 な お,両 島 出身 者 以 外 の 女 性 は,ヤ

ジ クに な る こ とが むず か しか った とい うこ とで あ る。

 宮 種 か ら7日 目 に種 取 り行 事 が お こな わ れ る。 この 日,家 々で は苗代 田 で種 ま き を
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す る きま りに な って い る。種 蒔 きがす む と,両 島 の 家 々 で は,ン ビ ン とい って,糀 米

を た い て,こ れ を た い ら に して長 方 形 に切 っy4 V餅 を つ く り,先 祖 に供 え る と同 時 に,

そ の 一 部 を根 神 の と こ ろに 持 参 す る。

 この 種取 りは,播 種 儀 礼 の な か の最 大 の行 事 で,こ の 日,両 島 の根 神 は,阿 嘉 島 の祝

女 の 宗 家 で あ る祝 女 殿 内(ヌ ン ・ ドゥ ンチ)に 集 ま る。祝 女 殿 内 に は,そ れ ぞ れ の根

神 の 宗 家 に祀 られて い る香 炉 が 運 ば れ て い て,こ こで 稲 の 豊 作 を祈 願 して,神 歌(ウ ム

イ)が 唱 え られ る。 これ が終 わ る と,根 神 はハ ナ ・グサ ン(花 杖)と い って,木 の 枝

に造 花 を 飾 りつ け,こ れ を竹 に挿 した杖 を も って,祝 女 を 先 頭 に 行 列 をつ くり,集 落

の 東 の はず れ に あ る ム イ グ ワ(小 さな杜)に 出か けて,海 の 彼 方 か ら訪 れ るヤ ヘ ー ・

ヌ ・ミチ ャ ンガ ナ シ を迎 え る。 ム イグ ワは 阿嘉 島の 聖 地 の ひ とつ で,一 般 の人 び と は

普 段,こ こに 足 を ふ み入 れ る こ とを禁 じ られ て い る。 根 神 の うち,祝 女 とム シ ジ キ,

ウ シ チ ャキ の3人 は,ム ィ グ ワ に上 った り下 った りす る。 この 動 作 を3度 く り返 して

か ら,ハ ナ ・グ サ ンを振 って,海 の 彼 方 に む か い7回 遙 拝 す る。 こ う して ヤ ヘ ー ・ヌ・

ミチ ャ ンガ ナ シを 迎 え る わ け だ が,そ の 間,0般 の人 び と は ム イグ ワの下 の方 で,ヤ

ヘ ー ・ヌ ・ミチ ャンガ ナ シの来 訪 を待 って い る。

 ヤ ヘ ー ・ヌ ・ミチ ャ ンガ ナ シの お迎 えが す む と,根 神 は再 び行 列 を つ くって,御 殿

(ウ ル ン)と 呼 ば れ る仮 設 され た萱 ぶ き の小 屋 に 出か け る。 そ して,し ば ら く して か ら

御殿 の 附近 で 馬 の鈴 の 音 が き こえ て くる と,両 島 の ヤ ジク が小 太 鼓 を た た きな が ら,

「パ イ ・パ イ,ハ イ ・ハ イ 」 と叫 ん で,村 の なか を か けめ ぐって警 戒 に あた る。

 翌 日の 夕方,慶 留 間 島 で 種 取 り行事 が お こなわ れ る。両 島 の根 神 は,ト ゥンチ ・グ

ワ(小 さな殿)と 呼 ばれ る祭 場 で,稲 の 豊 作 を祈 願 して か ら浜 へ 出か け,来 訪 神 ク ボ

ー ・ヌ ・ミチ ャ ンガ ナ シ(久 場 島 の 神)を 迎 え る。 この来 訪 神 は男 神 で,隣 接 す る久

場 島(ク ボー)か ら馬 に乗 って 訪 れ る と信 じ られ,出 現 す る際,慶 留 間 島 と久 場 島 の

あ い だ に,黄 金 の橋 が か か った と伝 え られ て い る。

 ジ フニ祝 は,種 取 り行 事 の翌 日にお こな わ れ た とか,7日 後 に お こな われ た と もい

わ れ て い て,日 取 りが は っ き り しな いが,両 島 の 来訪 神 を お送 りす る行 事 だ と伝 え ら

れ て い る。

 以 上 が,阿 嘉 島 と慶 留 間 島 で お こな わ れて いた 播 種儀 礼 の概 要 で あ るが,着 目 した

い こ とが い くつ か あ る。

 宮 種 の 日に,パ ーパ ー ・ター と呼 ば れ るお ば あ さん連 中 に加 入 す るた め の資 格 審 査

の 儀 式 が お こな われ て いた こ とが,そ の ひ とつ で あ る。 両 島 の親 族 呼 称 に よ る と,祖

母 と そ の世代 の女 性(祖 父 母 の姉 妹)は パ ー パ ー と呼 ば れ,ま た,タ ー は複 数 を あ ら

わ す 接 尾語 を意 味 して い るか ら,パ0パ ー ・ター は,孫 の あ る女 性0般 を意 味 して い

る とい って よ い 。

 このパ ー パ ー ・タ ー に加 入 す るた め の儀 式 は,聖 な る杜 グ シクで お こな われ るわ け
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だ が,そ の際 ク ジ とい う方 式 が採 用 され る。 な お,素 行 の悪 い女 性 は,あ らか じめ

候補 者 の なか か ら除 か れ て い る。 この 日,グ シ クで稲 種 の成 育 祈 願 が す む と,両 島 の

根 神 を代 表 して,祝 女 が 盆 の 上 に生 米 を盛 り,こ れ を グ シク の神 に供 えて か ら,生 米

を す こ しつ まむ 。 この動 作 を 数 回 くり返 す 。 そ して,生 米 の数 が 奇 数 な らば パ ー パ

ー ・タ0に 加 入 す る こ とが 認 め られ,偶 数 しか 出 な い と加 入 が認 め られ な い。

 パ ー パ ー ・タ ー に加 入 して は じ めて,女 性 は一 人 前 とみ な され,以 後,グ シ ク に昇

る こ とが公 認 さ れ る。 そ して,サ ンナ ン シー に な って 折 目 に参 加 す る資 格 を獲 得 す る。

と こ ろで,慶 留 間 島 で は パ ー パ ー ・ター の絶 対 数 が不 足 して い るの で,サ ンナ ン シ

ー を1力 年 つ とめ て か ら
,パ ーパ ー ・ター に 加 入 す る とい う変 則 的 な 形 態 を と って い

る。 この 加 入礼 は,種 取 り行 事 が 廃 止 され て か ら も,ひ きつ づ いて お こな わ れ て い る。

 い ま ひ とつ 注 目 した い の は,種 取 りの 日 に,ヤ ヘ ー ・ヌ ・ミチ ャ ンガ ナ シ とか クボ

ー ・ヌ ・ミチ ャ ンガ ナ シ と呼 ば れ る来 訪 神 が,海 の 彼方 か ら訪 れ る と信 じられ て い た

こ とで あ る。

 沖縄 の島 々 には,来 訪 神 の 観念 が ひ ろ く認 め られ る。沖 縄 本 島 の 北 部 東 海 岸 の 安 波

で は,旧 暦7月 に お こな わ れ る海 神祭(ウ ン ジ ャ ミ)の とき に,海 の彼 方 か らニ レー

の神 が訪 れ て くる と信 じ られ て い る[宮 城1954:120-121]。 八重 山 の石 垣 島北 端 の

川 平 で は,稲 の植 えつ け期 にな る と,ニ ラ ・ン ・タ ・ウ フヤ ン と呼 ば れ る来 訪 神 が,

海 の 彼 方 も し くは地 下 に あ る とい わ れ る聖 な る 国 ニ ロー ス クか ら訪 れ て きて,稲 の収

穫 後 まで川 平 に滞 在 し,再 び ニ ロー ス クへ 戻 られ る と信 じられ て い る 。 ま た,旧 暦7

月か ら8月 にか けて お こな わ れ る 節 祭 り(シ ツ)に は,マ ユ ン ・ガ ナ ス と い う仮 装=

仮 面 の来 訪 神 が 出現 し,家 々 を訪 れ て 人 び とに祝 福 を与 え る行 事 が お こな わ れ て い る

[酒井1956:il i;比 嘉1969:33-37]。

 同 じ八 重 山 の石 垣 島 の 宮 良 や小 浜 島,西 表 島 の 古 見 で も,旧 暦6月 に お こな わ れ る

豊年 祭(プ ール)に,ニ ー ル ・ピ トゥ(ニ ー ル か ら訪 れ る人)と か ニ ロー 神 と呼 ば れ

る仮 面=仮 装 の 来 訪 神 が 出現 し,家 々 を訪 れ て 人 び とを祝 福 す る 行 事 が お こな わ れ て

い る[宮 良(賢)1940:60-64;宮 本1952:7-11;折 口1955:26-27;源1957:79-

82;宮 良(高)1962:349-352,1968:92-98;柳 田1963:287-289;大 阪 市 立 大 学

八 重 山 群 島学 術調 査 隊 編1963:'161;真 野1967:42-51]。

 ひ と くちに 来 訪 神 とい っ て も,出 現 す る時 期 や様 態 は か な らず し も一 様 で な い。 ヤ

ヘ ー ・ヌ ・ミチ ャ ンガ ナ シ が播 種 の折 に訪 れ て く るの に対 して,ニ ラ ・ン ・タ ・ウ フ

ヤ ンは 田植 の こ ろ,ニ レー の 神 や ニ ール ・ピ トゥは収 穫 後 に 出現 す る。 ヤ ヘ ー ・ヌ ・

ミチ ャ ンガ ナ シ とニ レー の 神 が海 の彼 方 か ら訪 れ る と信 じ られ て い る の に対 して,ニ

ラ ・ン ・タ ・ウ フヤ ンは海 の彼 方 も し くは地 下 の遠 い と ころか ら来 訪 す る と伝 え られ

て い る[比 嘉1969:37]。 ニ ー ル ・ピ トゥは地 下 の道 か ら出現 す る と伝 え られ て い る

が,そ の道 は 島 を見 お ろす ピ ラ ミッ ド型 の小 山の 頂 上 に達 す る と い う[馬 淵1971:
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377]。 また,ヤ ヘ ー ・ヌ ・ミチ ャ ンガ ナ シや ニ レー の 神 が霊 的存 在 と考 え られ て い る

の に対 して,ニ ー ル ・ピ トゥは仮 面 を か ぶ り,仮 装 を した 若 者 た ち で あ る。 そ の 意 味

で,ヤ ヘー ・ヌ ・ミチ ャ ンガ ナ シは来 訪 霊 と呼 ぶ ほ うが 適 当な の か も しれ な い。

 こ う した ヴ ァ リエー シ ョ ンにつ いて は,将 来,改 めて 検 討 しな けれ ば な らな いが,

どの来 訪 神 慣 行 も,共 通 して秘 儀 性 が つ よい とい う こ とを,こ の 際 指 摘 して お こ う。

 最 後 に,播 種 が 単 な る生 産 行 為 で は な く,儀 礼 的 な意 味 づ けを と もな って い た と い

う点 に つ いて 触 れ て お きた い。 宮 種 の 日 に種 お ろ しが お こなわ れ,種 取 りの 日 に種 蒔

きを す る きま りに な って い た と い うこ とは,生 産行 為 と儀 礼 行 為 とが密 接 にむ す びつ

い て い た ことを 示 して い る と考 えて よ い だ ろ う。 ま た,種 取 り行事 の 廃止 後,種 蒔 き

の 日取 りが,人 び との 自由 な判 断 にま か され るよ うに な って い るが,稲 の刈 り上 げが

す む と,家 々で は 種 取 りの 日の食 物 だ った ン ビ ンを こ し らえ,こ れ を先 祖 に供 えて い

るの も,儀 礼 要 素 の 置 換 と持 続 の問 題 を考 え る うえで 興 味 深 い 。

IV.折 目 と 御 願

 阿 嘉 島 と慶 留間 島 の儀 礼 は,折 目(ウ イ ミ)と 御願(ウ ガ ン)の 二 つ か らな る。 折

目は 御 祭(ウ マ チ ー)と も呼 ば れ,阿 嘉 島 で は トゥヌ,慶 留 間 島 で は トゥ ンチ ・グ ワ

(小 さな殿)と い われ る祭 場 で お こな われ る。 いず れ の祭 場 も,上 の殿 と下 の殿 とい

う二 つ の社 か らな って い る。

 両 島の折 目は,2月 御 祭(麦 の 初穂 祭)と5月 御祭(稲 の初 穂 祭),6月 御 祭(稲

写真1 2月 御祭(麦 の初穂祭)
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の収 穫 祭),シ ワ サ シ(悪 霊 駆 除 の 祭 り)な どで,農 耕 儀 礼 が主 体 に な って い る。 折

目 の様 式 は いた って単 純 で,根 神 を 中心 とす る 男女 神役 が,上 の殿 と下 の殿 で 神 歌

(ウ ム イ)を 唱 え,農 作 物 の豊 饒 と人 び との無 事 息 災 を祈 願 す る だ けで あ る。 な お,

初 穂 祭 の2月 御 祭 と5月 御 祭 に は,と くに麦 と稲 の穂 が3本 ず つ 供 え られ る。 また,

5月 御祭 と6月 御 祭,シ ワ サ シに は,阿 嘉 島 の根 神 と ウ クデ ィが,阿 嘉 島 で の祈 願 を

す ま して か ら慶 留 間 島 を訪 れ,慶 留 間 島 の 男女 神役 と共 同 祈 願 を お こな って い る。

 両 島 の儀 礼 の なか で 興 味 を ひ くの は,根 神 とウ クデ ィが,折 目の ほ か に,い ろい ろ

な行 事 を お こな って い る こ とで あ る。 御 願 と呼 ば れ て い る慣 行 が そ れ で,大 漁 を 祈 願

す る海 御願(ウ ミ ・ウガ ン)や,人 び との 無 事 息災 を祈 願 す る井 戸 御願(カ ー ・ウガ

ン)な ど,さ ま ざま な 御願 が お こな われ て い る。以 下,慶 留 間 島 の事 例 を手 がか り に

して,御 願 の実 態 を 紹 介 して み よ う(月 日 は旧暦 に よ る)。

 海 御願 は,御 願 の な か で も最 大 の行 事 で,毎 年,8月15日 にお こな わ れ る。 聖 地 イ

ビ ・ヌ ・メ ー に魚 が 供 え られ,根 神 と ウクデ ィに よ って大 漁 と海 上 安全 が祈 願 され る。

な お,3月 か ら10月 に か けて の鰹 漁 期 には,毎 月7日 に,根 神 と ウク デ ィが イ ビ ・ヌ

・メ ー で大 漁 祈 願 を お こな って い る
。

 井 戸御 願 は元 旦 の 行事 で,根 神 と根 人,ウ ク デ ィは,ト ゥンチ ・グ ワで祈 願 をす ま

して か ら,チ ュ ン ・ガ ー とか フチ ャ0,ミ ー ・ガ ー と呼 ば れ る由緒 あ る井 戸 へ 出か け,

そ こに生 米 を供 えて,島 の人 び との無 事 息災 を祈 願 す る。 この 御願 は,初 御願(ハ チ ・

ウガ ン)と もシ マ ・ウガ ン と も呼 ば れて い る。 ま た,毎 年,春 の 清 明祭 の折 に,慶 留

間 島 の根 神 は,阿 嘉 島 の根 神 とい っ し ょに,無 人 島 の久 場 島(ク ボ ー)と 外 地 島(フ

カ ジ)に 出か け,そ こに葬 られ て い る先 祖 の 供養 を お こな ってい る。

 以 上 の御 願 は,い ず れ も定 期 的 に お こな わ れ て い る慣 行 で あ るが,不 定 期 的 に お こ

な わ れ て い る もの が,い くつか あ る。 家 の棟 上 げ の際 にお こ なわ れ る ヤ ー ・マ ンネ ー

と呼 ば れ る御 願 が,そ の ひ とつ で あ る。 この 御願 に は,根 神 か ウ クデ ィが ひ と り招 か

れ る 。 そ して,手 に スス キ を も って 神 歌 を 唱 え な が ら,家 の 内側 を7度 ま わ って,き

よ め の 所作 を くり返 す。 舟 がで き あが った とき に お こ なわ れ る フニ ・マ ンネ ー の ば あ

い に も,ヤ ー ・マ ンネ ー と同 じよ うな所 作 が お こな わ れ る。 また,星 の御 願(フ シ ・

ヌ ・ウガ ン)と い って,運 勢 の悪 い人 が,根 神 か ウ クデ ィを 招 い て祈 願 して も ら う こ

と もあ る。

 な かで も興 味 を ひ くの は,根 神 や ウ クデ ィが,沖 縄 本 島 な どで巫 女(ー タ)が お こ

な って い る呪 術 的 な行 事 に も関与 して い る こ とで あ る。 沖 縄 本 島 とそ の周 辺 の島 々 に

住 む人 び との あい だ に,一 種 の遊 離 魂 の 観 念 が あ る。 マブ イ と呼 ば れ る霊 魂 が それ で,

この霊 魂 は胸 部 に宿 って いて,急 に お どろ い た り,ク シ ャ ミを した り,恐 怖 にか られ

た りす る と,身 体 か らは なれ て い くと考 え られ て い る。 マ ブ イ ・グ ミと呼 ば れ るユ タ

の行 事 は,こ う した 遊 離 魂 を身 体 に もどす た め の 呪術 で あ る[リ ー ブ ラ1974:30-31]。
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 慶 留 間 島 の 人 び とは,マ ブ イ をマ ブヤ,マ ブ イ ・ク ミを マブ ヤ ー ・グ ミ と呼 んで い

る。 一 般 にマ ブ ヤ ー は墓 に行 くと信 じ られ て い るが,子 供 の マ ブヤ ー は便 所(フ ル)

に行 くとい わ れ,子 供 が急 に お ど ろ い た りす る と,親 は そ の子 供 が 着 て い た衣 服 を も

って 便 所 へ 出か け,そ の衣 服 で 子 供 の マブ ヤ ー を 包 ん で くる とい う。 ちな み に,便 所

に は子 供 のマ ブ ヤ ー を あ ず か る 神様 が お られ て,こ の 神様 は屋 敷 内 に祀 られ る神 々 の

う ちで,も っと も位 が 高 い とい わ れ て い る 。

 根 神 や ウ クデ ィが,こ う した行 事 に参 与 して い るか ら とい って,巫 女(ユ タ)と 同

じよ うな呪 法 を お こ な って い る わ け で は な い。 御 願 の ば あ い と同 じよ うに,祈 願 とい

う行為 が軸 に な って い る。 た とえ ば,人 が海 上 で 急 に お ど ろい た り,恐 怖 にか られ た

りす る と,海 マ ブヤ ー とい って,根 神 か ウ クデ ィ にマ ブ ヤ ー ・グ ミを して も らうが,

その 際,聖 地 イ ビ ・ヌ ・メー で 祈 願 が お こな わ れ るだ けで あ る。

 な お,根 神 や ウクデ ィと並 ん で,パ ー パ ー ・ター に加 入 した 女 性 も,子 供 の初 誕 生

や 生 年 祝(ト ゥ シ ビー)な どの 通 過儀 礼 の 折 に,家 々を 訪 れ て,人 び との無 事 息 災 を

祈 願 す る といち 役 割 を も って い る こと も,こ の 際,指 摘 して お こ う。

V.男 女神役の継 承 とその社会的基礎

 阿 嘉 島 と慶 留 間 島 の根 神 と根 人 は,す で に指 摘 した よ うに,一 定 の家 筋 が選 出 ・継

承 の母 胎 に な って い る。 一 定 の 家筋 とい うの は,「 門 中」 と呼 ば れ る父 系 出 自集 団 の

宗 家 の こと で,阿 嘉 島 の 祝女 は,祝 女 殿 内(ヌ ン ・ドゥ ンチ)と い う 「門 中」 の 宗 家

に 生 ま れ た女 性 に よ って 継 承 され て い る[伊 藤1974b:. .. . ..]。 こ こで は,慶 留 間

島 の 事例 を手 が か りに して,男 女 神 役 の継 承 の 問題 を 検 討 して み よ う。

 慶 留 間 島 の根 神 ミー ク ム は,父 の母(m1)と 息 子 の 娘(m2)の あ いだ で 継 承 され て

い る。m1の 先 代 は は っ き り しな い が, m1は ウ フヤ(U)の 娘, m2は ミー ヤ(M)

の 娘 で,ミ ー ヤ は ウ フ ヤ の分 か れ だ と伝 え られて い る。 ま た,根 人 の ひ と り も,ウ フ

ヤ を 相 続 した 男 性(U1～U4)に よ って代 々継 承 され て い る 。 こ う した継 承 過 程 を め ぐ

って,ま ず 注 目 した い の は,ウ フヤ も ミー ヤ も,慶 留 間 島 の草 分 けの 家 だ とい う こと

で あ る。

 慶留 間 島 に は草 分 け の 家 が5軒 あ る。 ウ フヤ と ミー ヤ,ア ガ イ0ク シ,ス ン ・ ドゥ

ンチ(い ず れ も屋 号)が そ れ で,そ れ ぞ れ の家 は根 所(ニ ー ・ル クル)と か ム トゥ ・

ル クル,ム ー トゥ ・ヤ ー と呼 ば れ,そ の屋 敷 の なか に,そ れぞ れ の始 祖 を祀 った祠 が

あ る。 この 島 の慣 行 のひ とつ に,毎 年0島 の 人 び と が元 旦 に5軒 の 家 々を 訪 れ る とい

う こ とが あ るが,な か で も,ウ フヤ は草 分 けの 家 々の 中心 的 な存 在 で,そ の 際,人 び

とが 最 初 に ウ フヤ を訪 れ る きま りに な って い る。 ま た,か つて 盆 の15日 の 晩,若 者 た

ち が念 仏 を 唱 え な が ら,各 戸 を 訪 れ て い た ころ,は じめ に訪 問 した のが,こ の ウ フヤ
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図2 男女神役の継承過程

で あ った と伝 え られ て い る。

 この 島 に は,こ う した 草分 け の家 が

中 心 に な って,「 門 中」 と呼 ば れ る 父

系 出 自集 団 が形 成 され て い るわ け だ が,

ひ と くち に 「門 中⊥とい って も,そ の構

造 はか な らず し も一 様 で は ない 。 ミー

ヤ を中 心 と した 「門 中」 の よ う に,宗

家 筋 と分 家 筋 の系 譜 上 の本 末 関 係 が は

っ き り した もの もあれ ば,ウ フヤ や ア

ガ イ,ク シを 中 心 と した 「門中 」 の よ

うに,宗 家 筋 と分 家 筋 の系 譜 関係 が 不

明 確 な もの もあ る。 ま た,ス ン ・ド ゥ

ン チ の よ うに,宗 家 だ けで 分 家 を もた

な い もの もあ る。 共 通 して い るの は,

そ れぞ れ の 宗 家 の 屋敷 に,「 門 中」 の

宗 教 的 シ ン ボル と して の始 祖 が 祀 られ

て い る こ とだ が,ミ ー ヤ の分 家 筋(3

戸)が,い ず れ も ミー ヤ の 当主 の 曽祖 父

と祖 父 の 代 に 分立 して い て,こ の 「門

中」 の成 立 が あた ら しい こ とを考 え る

と,慶 留 間 島 の 「門 中」は,一 般 に宗 家

筋 も し くは根 幹 の血 筋 だ けが は っき り

したstem lincageと み て よ い だ ろ う。

 と ころで,い ま ひ とつ 注 目 した い の

は,草 分 け の家 々の あ い だ に も,本 末

の系 譜 関係 が た ど られ て い て,こ の島 の 「門 中 」 が二 つ の系 統 に収敏 され,そ の シ ン

ボル と して,海 岸 の 洞 穴 を利 用 した共 同 墓 が 設 け られ て い る ことで あ る。 島 の人 び と

に よ る と,ミ ー ヤ は ウ フヤ の分 家 筋,ク シ とス ン ・ ドゥ ンチ は アガ イ の 分家 筋 と考 え

られ て いて,「 門 中」 は ウ フヤ とア ガ イ の二 つ の系 統 に再 編 成 され て い る。 一 種 の 「門

中」 連 合 で,ウ フヤ 系 統 が ウ フ ・ル クル(大 所),ア ガ イ系 統 が ウ フ ・ガ ー ラ と呼 ば

れ る共 同墓 を 所 有 して い る 。 そ して,毎 年,清 明祭 の折 に,二 つ の 系統 に帰 属 して い

る人 び とは,そ れ ぞ れ の墓 を訪 れ て,先 祖 の 供 養 を お こな って い る。 な お,こ の共 同

墓 も漸 次,解 体 化 しつ つ あ って,二 つ の 系統 に 帰 属 して い なが ら,ウ フ ・ル クル や ウ

フ ・ガ ー ラ とは別 に,あ らた に家 墓 を 設 け た家 が8戸 認 め られ る。

 根 神 と根 人 の継 承 は,こ う した 草 分 け の家 を 中心 と した 「門 中」 や 「門 中 」 連 合 が
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写 真2 共 同墓 の ウ フ ・ル クル と ウ フ ・ガ ー ラ

母 胎 に な って い る。 根 神 が ウ フヤ(U)の 娘(m1)か ら ミー ヤ(M)の 娘(m2)に 継 承

され て い るの は,ミ ー ヤが ウ フヤ の分 か れ で あ り,双 方 が 同 一 の 始祖 の血 筋 を ひ い て

い る とい う考 え に も とつ いて い る。 ま た,根 神(m2)の 卸入 礼 が,総 宗 家 筋 の ウ フ ヤ

で お こな わ れ た とい う事 実 は,ウ フヤ が ミー ヤ の ム トゥ ・ドゥク ル だ とい う認 識 が つ

よ くは た らい て い る か らで あ ろ う。 この こ と と並 行 して,二 つ の 宗 家 の あ いだ に,婚

入 と婚 出 が くり返 さ れ て い る の は,婚 姻 を とお して,相 互 の連 繋 を 強 化 して い る とみ

て よ い だ ろ う。

 な お,根 人 の ひ と りが,ウ フヤ 系統 の総 宗 家 に あた る ウ フヤ か ら代 々継 承 さ れ て い

る こ と は,す で に指 摘 して お い たが,も うひ と りの根 人 が,ア ガ イ系統 の総 宗 家 の ア

ガ イか ら代 々継 承 さ れ て い る。 二 人 の 根 人 は,「 門 中」 連 合 と もい うべ き二 つ の 系統

の総 宗 家 の相 続 者 に課 せ られ て い るわ けで あ る。

W.お わ り に

 以 上,男 女 神役 の 問題 に焦 点 をす え て,阿 嘉 島 と慶 留 間 島 の 祭 団 に つ い て の べ て き

た が,両 島の 祭 団 は,そ れ ぞ れ独 立 した 単 位 で は な い。 祭 団 連 合 とい う形 態 を と って

い る。 こ の種 の 祭 団 は沖 縄 本 島 に も認 め られ るが,と こ ろ に よ って は,ひ とつ の村 落

が ひ とつ の祭 団 を形 成 して い る と ころ もあ る。 い ず れ の型 も,沖 縄 の 村 落共 同体 の形

成 過 程 の問 題 と深 くか か わ って い るわ けだ が,こ の点 につ い て は将 来,・改 めて 検 討 す

る必 要 が あ るだ ろ う。 こ こで は,両 島 の 祭 団 の な か のパ ーパ ー ・ター に つ い て,ひ と

こと のべ て お こう。
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 改 めて 言 うま で もな い こ とだ が,沖 縄 本 島で は,祝 女 とか 根 神 と呼 ば れ る女 性 神 役

が 祭 団 の 中 核 に な って い る 。阿 嘉 島 と慶 留 間 島 の ば あ い も例 外 で はな い 。阿 嘉 島 の 祝

女 を 中 心 と した根 神 が,祭 団 の なか で 中核 的 な位 置 を 占 めて い る。 と こ ろで,お ば あ

さん 連 中 の パ ー パ ー ・タ ー は,沖 縄 本 島 な どで あ ま り見 られ な い とい う点 で,た いへ

ん ユ ニ ー ク な制 度 とい って よ い。

 両 島 で は,女 性 が0人 前 と認 め られ るの は,パ ーパ ー ・タ ー に加 入 して か らだ とい

わ れ て い る。 した が って,パ ーパ0・ ター の 資格 審査 が お こな わ れ る グ シ ク ・ヌ ブ イ

(グ シ ク昇 り)は,一 人 前 の女 性 に な るた め の通 過儀 礼 とい って よ い。 こ う して一 般

の女 性 は,折 目 に参 加 した り,御 願 を お こな った りす る機 会 を もつ わ けだ が,こ のパ

ーパ ー ・ター 制 度 は
,両 島 の祭 団 が存 続 す る うえ で,重 要 な役 割 を はた して い る点 で

注 目 に価 す る。

 祭 団 編 成 の問 題 と並 行 して,「 門 中 」 の構 造 に つ い て触 れ て お き たい こ とが,ひ と

つ あ る。 調 査 時 の慶 留 間 島 の世 帯 の なか に,4組 の養 子 縁 組 が確 認 され た。 そ の う ち

の ひ と組 は,父 の兄 弟 の 息 子(次 男)を 養 子 と し,あ との3組 は 父 の父 の兄弟 の 息

子(次 男 以 下)を 養 子 と した もの で,い ず れ も同 じ 「門 中 」 の 男 子 が養 子 と して む か

え られ て い る。 そ こ に は,男 系 血 縁 が養 子 の選 択 原 理 にな って い るわ け だ が,以 前 の

養 取 慣 行 に は,こ う した 選 択 原 理 が,そ れ ほ どつ よ くな か った ら しい。 とい うの は,

他 の 「門 中」 出身 者 が 養 子 に む か え られ,養 家 の 「門 中 」 の 成 員 と して 認 め られ た と

い う事 実 が 見 られ るか らで あ る。

 た とえ ば,慶 留 間 島 の草 分 けの 家 で あ る ア ガ イ の先 々代 の 根 人(u2)は,子 供 の こ

ろ,沖 縄 本 島 の首 里 の他 の 「門 中」 か ら智 養 子 と してむ か え られ,宗 家 ア ガ イを 相 続

して い る 。 ま た,同 じ草 分 けの 家 の ミー ヤ とス ン ・ド ゥンチ の 先 祖 の な か に も,首 里

系 の他 の 「門 中」 出身 者 が 養 子 と して む か え られ,そ れ ぞ れ の 宗 家 を つ い だ人 が い る

と伝 え られ て い る。 「アガ イ門 中 」 の分 家 筋 の な か に も,他 の 「門 中 」 出身 の養 子 が

い た とい う伝承 もあ る。 か つ て の 養 取慣 行 で は,男 系 血 縁 の 貫 徹 とい う こ とよ り も,

む しろ家 筋 の 存 続 とい う点 が重 視 され て い た よ うだ 。

 興 味 深 いの は,慶 良 間群 島 の北 西 海 上 に あ る 渡 名喜 島や 粟 国 島,後 慶 良 間 の行 政 上

の中 心 にな って い る座 間味 島 の座 間 味 に も,こ う した事 実 が 観 察 され る こ とで あ る。

渡 名 喜 島 に は,養 子 に 関す る 男系 血 縁 上 の規 制 が 存在 しな い た め に,聖 地 トゥ ン(殿)

に帰 属 す る 「ヒキ」集 団 の 内部 構 造 が 安定 性 を欠 いて い る と い う[山 路1967:24-28,

32-33]。 粟 国 島 の 「門 中 」 に は,男 系 血 縁 をつ らぬ く傾 向 が認 め られ るが,か つ て

養 子 とか 智 養 子 を む か え る に あ た って,男 系 血 縁 上 の規 制 が な か った こ とを考 え る と,

この 島 に は,男 系 血 縁 を貫 徹 す る 「門 中」 と非 男 系 血 縁 を も含 む 「門 中」 とが並 存 し

て い る ら しい[山 路1968:17-31]。

 ま た,座 間 味 島 の座 間 味 で は,1940年 ご ろま で,他 の 「門 中」 出身 者 も養 家 の正 当
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な成 員 と して 認 め られ て い た が,そ の 後,同 一 の 「門 中」 の もの を養 子 とす る傾 向 が

徐 々 につ よ ま って きて,男 系 血 縁 の 存 在 が 確 認 され た も のだ けが,養 家 の正 当 な成 員

とす る考 え が定 着 し,「 門 中」 の 編 成 原 理 が 家筋 中心 か ら血 筋 中 心へ と 変 化 しつ つ あ

る とい う こ とだ[松 園1970:10]。 こ こで取 りあげ た 慶 留 間 島 の事 例 な ど は,さ しあ

た り粟 国島 や 座 間 味 島 の 「門 中」 とか な り似 て い る と い って よい だ ろ う。
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