
　６年に一度、辰
たつ

年と戌
いぬ

年に行なわれる「山ノ神神事」が11月23日から25日ま
で、蓋井島で行なわれました。今回は、島民によって280年以上受け継がれて
いる伝統行事「山ノ神神事」を紹介します。

本
州
最
西
端
の
島
、
蓋
井
島

　
吉
見
港
か
ら
定
期
船
で
約
３５
分
、
響

灘
に
浮
か
ぶ
人
口
約
９０
人
、
漁
業
を
中

心
と
し
た
離
島
、
蓋
井
島
。
周
辺
海
域

は
、
海
流
の
影
響
も
あ
り
海
産
物
の
宝

庫
で
、
ア
ワ
ビ
、
サ
ザ
エ
、
ウ
ニ
な
ど

の
海
の
幸
が
豊
富
に
と
れ
、
普
段
は
釣

り
客
で
に
ぎ
わ
い
ま
す
。

　
島
に
あ
る
金
比
羅
山
は「
し
ま
山
１００
選
」

に
選
定
さ
れ
て
お
り
、
エ
ミ
ュ
ー（
ダ
チ

ョ
ウ
よ
り
一
回
り
小
さ
い
飛
べ
な
い
鳥
）

を
飼
育
す
る
牧
場
が
あ
る
こ
と
で
も
有

名
で
す
。

　
透
き
通
っ
た
海
、
の
ん
び
り
と
過
ご

す
猫
、
元
気
な
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
と
、

親
か
ら
子
へ

代
々
受
け
継
が
れ
て

二
百
八
十
年
以
上

蓋井島 山ノ神神事

走
り
回
る
子
ど
も
た
ち
に
心
を
癒
さ
れ

ま
す
。

神
聖
な
る
山
ノ
神

　
蓋
井
島
で
は
自
然
の
森
を「
や
ま
」と

呼
び
、
こ
こ
に
祖
先
の
霊
で
あ
り
、
穀

物
の
豊
か
な
実
り
を
つ
か
さ
ど
る
神
で

あ
る「
山
ノ
神
」を
祭
っ
て
い
ま
す
。

　
山
ノ
神
を
も
て
な
す
神
事
の
主
な
内

容
は
、
普
段
は
四
つ
の
山
に
祭
ら
れ
て

い
る
山
ノ
神
を
、
６
年
ご
と
に
山
か
ら

各
山
の
代
表
の
家
で
あ
る
当
元
家
へ
と

迎
え
、
人
と
共
に
食
事
を
し
、
も
て
な

し
た
後
、
再
び
各
山
に
送
り
帰
す
と
い

う
も
の
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
、「
神
迎
え
神

事
」、「
賄
い
」、「
神
送
り
神
事
」と
い
い

ま
す
。

　
古
い
儀
礼
の
形
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て

い
る
山
ノ
神
神
事
は
大
変
貴
重
で
、
山

ノ
神
が
宿
る
四
つ
の
森
は
、「
蓋
井
島『
山

▲

下
関
市
指
定
有
形
民
俗
文
化
財

蓋
井
島「
山
ノ
神
」神
事
記
録

山ノ神の森での神鎮めの神事
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ノ
神
』の
森
」と
い
う
名
称
で
国
の
重
要

有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
神
聖
に
し
て
不
可
侵
の
存
在
と
し

て
恐
れ
ら
れ
て
い
る
山
ノ
神
。
島
民
は

神
事
の
と
き
以
外
は
こ
の
森
に
立
ち
入

る
こ
と
も
、
枯
れ
木
を
拾
う
こ
と
も
固

く
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

神
事
一
日
目「
神
迎
え
神
事
」

　
神
事
は
島
の
全
世
帯
を「
山
」と
呼
ば

れ
る
四
つ
の
組
に
分
け
て
行
い
、
各
組

を
代
表
す
る「
当
元
」の
家
で
山
ノ
神
を

迎
え
ま
す
。「
当
元
」は
世
襲
さ
れ
、
島

内
の
他
の
各
家
も
先
祖
代
々
決
ま
っ
て

い
る
い
ず
れ
か
の
山
ノ
神
に
奉
仕
し
ま
す
。

　
各
当
元
家
で
は
神
事
に
使
わ
れ
る
道

具
が
用
意
さ
れ
、
神
官
が
、
一
の
山
か

ら
四
の
山
ま
で
の
当
元
家
を
順
に
回
り
、

祝の
り

詞と

を
上
げ
て
神
迎
え
神
事
が
執
り
行

な
わ
れ
ま
し
た
。
神
官
と
島
民
が
６
年

前
の
資
料
や
写
真
を
参
考
に
準
備
し
、

時
に
は
、
６
年
前
の
昔
話
で
盛
り
上
が

っ
て
い
ま
し
た
。

神
事
二
日
目「
賄
い
」

　
一
の
山
と
二
の
山
の
当
元
家
で
は
、

山
ノ
神
を
迎
え
一
同
に
会
し
食
事
を
す

る
賄
い
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
山
ノ
神
を

山
海
の
幸
で
も
て
な
し
、
来
客
と
共
に

食
事
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
ま
た
、

こ
の
日
ま
で
に
各
山
ノ
神
の
森
に
、
山

ノ
神
を
喜
ば
せ
る
た
め
の「
つ
く
り
も
の
」

と
い
わ
れ
る
人
形
や
飾
り
物
が
手
作
り

で
作
ら
れ
、
山
は
ま
る
で
別
世
界
の
よ

う
に
大
変
に
ぎ
や
か
に
飾
り
付
け
ら
れ

ま
し
た
。

神
事
三
日
目「
神
送
り
神
事
」

　
神
事
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
こ

の
日
は
、
定
期
船
の
臨
時
便
が
出
る
ほ

ど
大
勢
の
人
が
島
を
訪
れ
ま
し
た
。

　
各
山
の
当
元
家
で
、
神
送
り
神
事
が

行
な
わ
れ
、
山
ノ
神
が
当
元
家
に
と
ど

ま
ら
な
い
よ
う
に
、
神
官
が
小
石
を
ま

き
、
太
刀
で
空
を
切
り
、
臼
を
き
ね
で

三
度
つ
く
儀
礼
を
行
い
ま
す
。
神
送
り

の
行
列
が
塩
を
ま
い
て
清
め
な
が
ら
山

ノ
神
の
森
ま
で
続
き
、
一
の
山
か
ら
順

に
、
鎮
め
の
神
事
を
行
い
ま
す
。
山
ノ

神
を「
神ひ

も

籬ろ
ぎ

」と
い
う
枯
れ
木
を
円
す
い

状
に
立
て
た
ほ
こ
ら
に
返
し
、
７５
ひ
ろ

（
一
ひ
ろ
は
両
手
を
広
げ
た
長
さ
）の
し

め
縄
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
し
て
封
じ
込

め
ま
し
た
。

　
そ
の
後
は
、「
神
籬
」の
前
に
供
え
ら

れ
た
も
ち
を
奪
い
合
い
ま
す
。
も
ち
の

奪
い
合
い
が
激
し
い
ほ
ど
山
ノ
神
が
喜

ぶ
と
さ
れ
、
以
前
は
、
他
の
山
の
人
を

山
か
ら
引
き
ず
り
下
ろ
す
ほ
ど
激
し
い

も
の
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

受
け
継
が
れ
る
伝
統

　
蓋
井
島
自
治
会
長
の
大
空
正
治
さ
ん

に
話
を
伺
い
ま
し
た
。「
今
回
の
神
事
は
、

島
民
の
負
担
も
大
き
い
こ
と
か
ら
、
一

時
は
中
止
も
検
討
さ
れ
ま
し
た
が
、
伝

統
を
受
け
継
ぐ
た
め
、
森
の
飾
り
付
け

や
料
理
な
ど
一
部
を
簡
略
化
し
て
実
施

し
ま
し
た
」と
大
空
さ
ん
。「
長
く
受
け

継
が
れ
て
い
る
神
事
な
の
で
、
工
夫
し

な
が
ら
続
け
て
い
き
た
い
で
す
」。

　
時
代
と
と
も
に
変
わ
る
も
の
も
あ
り

ま
す
が
、
島
民
の
山
ノ
神
へ
の
信
仰
の

よ
う
に
変
わ
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

２８０
年
以
上
続
く
こ
の「
山
ノ
神
神
事
」も

少
し
ず
つ
形
を
変
え
て
は
い
ま
す
が
、

今
日
へ
と
、
し
っ
か
り
と
受
け
継
が
れ

て
い
ま
す
。
過
去
か
ら
現
在
へ
伝
統
を

受
け
継
ぎ
、
神
事
を
や
り
遂
げ
た
島
民

の
笑
顔
は
、
ま
ぶ
し
い
く
ら
い
輝
い
て

い
ま
し
た
。

▲山ノ神の森の「つくりもの」である竹コー
スターで遊ぶ子どもたち。

▲蓋井島自治会長　大空 正治さん

▲山ノ神の森へ向かう神送りの行列 ▲当元家で行なわれた神送り神事

文化財保護課
藤原 彰久

主任

　蓋井島「山ノ神」神事は、古くは元文四（17 
39）年の『地下上申』に記載があり、また寛政
八（1796）年以降の神事記録が現存する、少
なくとも約280年前から蓋井島の島民によっ
て大切に守り伝えられてきた山ノ神の祭り
です。従来、山ノ神信仰は、農業と深く関
連するものですが、漁業中心の生活となっ
た今でも、神事の基本を守りつつ、時代や
社会の変化に合わせながら、神事が行われ
ています。特に「つくりもの」は山ノ神だけ

でなく、来島者や見学者ももてなす内容に
変容しつつあり、島民の人柄が伝わってき
ます。
　神事期間中は離島者も一時帰島し、旧来
の親交を温めます。６年に一度のサイクル
は島民が過去の神事を振り返り、また次回
の神事を思い、蓋井島の過去と未来に思い
をはせる良い契機となっています。蓋井島

「山ノ神」神事が、これからも長く大切に伝
承されていくことを望んでいます。
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