
 
 

民俗学 

８．まつる－年中行事－ 

菊地暁（folklore.lecture@gamail.com） 

①年中行事 annual ritual 原論 

・儀礼 ritual：「形式性」をともない「非功利的」な目的をもつ行為 

・いわゆる「年中行事」と民俗学好みの「年中行事」 

・「切迫した生存感覚に立脚する慣習的行為の体系」（≒「呪術」の定式化、周期化） 

 

②柳田国男の「固有信仰論」 

・『日本の祭』（1942）：「祭から祭礼へ」（＝「都市」の成立） 

①「見物＝観客」の発生、②「風流（ふりゅう）」の展開、③「職業神主」の出現 

・マツリの原型 

①物忌・精進、②祭場の標示、③神供（火、食物、芸能）、④直会：神人共食 

・『祭日考』（1946） 時期：定期的（2月と 11 月または 4 月と 11 月→春と秋） 

・『山宮考』（1947） 場所：臨時（山と里の往還） 

・『氏神と氏子』（1947） 祭祀対象＝祖霊／祭祀者＝同族集団（イエ） 

→「柳田祖霊神学」祖霊一元論：田の神＝山の神＝家の神（祖霊） 

 

③伝統的な年中行事 

・春祭り秋祭り：予祝と収穫感謝 

・盆と正月：祖先祭祀 

・夏祭り：疫病除け 

・神事／神賑行事／イベント 

 

④年中行事の近代／現在 

・ハレ／ケ（非日常／日常、聖／俗）区分の曖昧化 

・客体化（objectified）される年中行事（観光化、まちおこし、文化財保護…） 

・遍在する呪術的思考／定式化・周期化へのハードル、「祭りがあるということ」の意味 
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ざ
る

日本の祭249

し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
少
な
く
と
も
諸
国
の
多
く
の
御
社
の
神
の
御
渡
り
に
も
、

３
れ
い

こ
の
締
麗
な
御
輿
を
用
い
始
め
た
の
は
流
行
で
あ
り
改
造
で
あ
り
、
近
世
の
平
和
期
以
後
の
文
化
で
あ
り
、

従
っ
て
ま
た
主
と
し
て
都
会
地
に
ま
ず
入
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
工
芸
史
の
方
面
か
ら
見
て
も
、
こ
の

事
は
か
な
り
は
っ
き
り
と
説
明
し
得
ら
れ
る
。
つ
ま
り
日
本
の
新
た
な
る
文
化
は
、
第
一
次
に
ま
た
広
範
囲

に
、
こ
の
方
面
に
適
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
す
こ
ぶ
る
複
雑
な
社
会
心
理
が
働
い
て
い
る
こ
と

み
な
と

と
思
う
が
、
と
に
か
く
に
こ
れ
に
よ
っ
て
、
多
く
の
城
下
町
や
湊
町
に
、
一
つ
の
立
脚
地
ま
た
は
一
つ
の
力

と
頼
む
も
の
が
で
き
た
の
だ
が
、
そ
の
代
り
に
は
「
日
本
の
祭
」
は
、
よ
ほ
ど
昔
の
世
と
は
変
っ
た
も
の
に

な
っ
た
。
こ
れ
が
ま
た
い
わ
ゆ
る
祭
礼
を
、
他
の
種
類
の
さ
ま
ざ
ま
の
祭
と
対
立
さ
せ
て
、
考
え
て
承
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
で
も
あ
る
。

て
い
た
・
村
の
経
済
の
豊
か
な
年
に
は
、
農
民
は
い
つ
も
こ
の
「
見
ら
れ
る
祭
」
を
美
し
く
し
よ
う
と
心
掛

け
つ
つ
、
し
か
も
一
方
に
は
彼
等
伝
来
の
感
覚
、
神
様
と
祖
先
以
来
の
御
約
束
を
、
新
た
に
し
た
い
と
い
う

願
い
を
棄
て
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
勢
い
新
旧
の
儀
式
の
い
ろ
い
ろ
の
組
合
せ
が
起
り
、
マ
ッ
リ
に
は
最
も
大

規
模
な
る
祭
礼
を
始
め
と
し
て
、
大
小
幾
つ
と
な
き
階
段
を
生
ず
る
こ
と
に
な
り
、
一
つ
の
名
を
も
っ
て
総

括
す
る
の
も
無
理
な
ほ
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
行
事
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
中
で
も

こ
と
に
複
雑
で
、
た
だ
見
て
い
た
だ
け
で
は
ち
ょ
っ
と
沿
革
の
わ
か
り
に
く
い
の
は
、
神
さ
ま
を
祭
場
へ
御

み
た
け

迎
え
申
す
手
続
き
で
あ
っ
た
。
前
年
私
は
甲
州
の
御
岳
に
参
っ
た
と
き
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
日
が
夏
の
祭
礼
の

日
だ
っ
た
の
で
、
旅
人
と
し
て
詳
し
く
拝
観
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
祭
に
は
ま
ず
金
色
の
神
輿
が
出
て
、

そ
れ
に
は
神
殿
の
御
鏡
を
神
官
が
袖
に
奉
じ
て
、
輿
の
中
へ
御
移
し
申
す
式
も
あ
る
の
だ
が
、
他
の
一
方
に

は
神
馬
が
そ
の
行
列
の
中
に
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
馬
は
今
は
村
の
有
志
家
か
ら
借
り
上
げ
る
ら
し
い
が
、

ひ

く
ら

一
」
れ
に
は
神
官
が
乗
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
た
だ
飾
り
と
し
て
後
か
ら
曳
く
の
で
も
な
く
て
、
特
別
の
鞍
が

》
』
へ
い
』

あ
っ
て
そ
の
中
央
に
御
幣
を
立
て
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ま
た
御
幣
と
い
う
の
が
毎
年
の
祭
ご
と
に
、

’
８

、
、
へ
い
ぐ
し

後
か
ら
後
か
ら
と
白
紙
で
勢
っ
た
し
で
を
、
幣
串
の
ま
わ
り
に
巻
き
立
て
た
も
の
で
、
御
幣
と
は
い
っ
て
も

こ
哀

よ
り
ま
し

ま
ん
丸
な
独
楽
の
よ
う
な
、
珍
し
い
形
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
本
来
は
こ
れ
が
神
謹
の
依
坐
で
あ
っ
た
芦
』

と
は
疑
わ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
新
式
の
飾
り
御
輿
を
、
こ
こ
で
も
い
つ
の
頃
か
ら
か
担
ぐ
こ
と
に
は
な
っ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
前
念
か
ら
あ
る
神
馬
で
御
迎
え
申
す
方
式
は
中
止
し
な
か
っ
た
の
で
、
二
通
り

の
乗
物
が
連
な
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
御
社
の
古
い
方
の
神
の
依
坐
は
、
御
幣
す
な
わ
ち
ミ
テ
グ
ラ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
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こ
わ

い
日
の
記
念
を
楽
し
く
Ｊ
も
し
た
と
と
も
に
、
神
社
を
中
核
と
し
た
信
仰
の
統
一
は
や
や
殴
れ
、
し
ま
い
に
は

村
に
住
み
な
が
ら
も
祭
は
た
だ
眺
め
る
も
の
と
、
考
え
る
よ
う
な
気
風
を
も
養
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
気
風

は
む
ろ
ん
近
世
に
始
ま
っ
た
も
の
で
な
い
。
従
っ
て
す
で
に
明
治
以
前
か
ら
も
、
村
里
の
生
活
に
も
浸
潤
し

杵
田
園
見
附
蔀
奉
り
掌
瞳
弘
九
童
（
き
く
今
吏
丈
庫
‐
△
宣
く
旧
患
）

日
本
の
祭
の
最
も
重
要
な
一
つ
の
変
り
目
は

’
’五

’

配
翫
甑
圭
斗
，
》
勾
土
官
（
し
能

祭
の
参
加
者
の
中
に
、
信
仰
恥
を
共

九

閉
Ｚ
鴎

守
。
ｒ
■
１
０
１
１
．
Ｊ
？
。
。
‐
ｊ
ｒ
ｆ
１
０
９
・
‐
“
ｆ
９
４
Ｆ
号
巳
二
回
り
■
ｑ
ｑ
６
Ｉ
ｄ
Ｉ
８
リ
ム
■
己
■
０
．
Ｊ
■
。
■
■
■
１
Ａ
２
〃
も
▽
１
‐
０
４
１
．
！
‐
‐
Ｇ
ｑ
Ｉ
０
ｈ
９
‐
ｌ
‐
１
１
人
。
■
ｑ
１
日
ｄ
ｐ
．
ｂ
９
ｆ
Ｐ
０
Ｄ
い
も
司
り
１
１
０
４
１
０
．
日
ｆ
』
９
６
９
－
’
１
１
．
１
．
。

日本の祭

そ
れ
が
都
会
の
生
活
を
花
や
か
に
も
す
れ
ば
、
我
点
の
幼

、

番
美
釣
の
立
場

苫
つ
叩
ワ

０
℃
シ
酉

祭
が
あ
る
の
と
本
の
趣
旨
は
一
つ
の
Ｊ
も
の
だ
と
思
う
。

暦
は
わ
が
邦
で
は
農
作
の
た
め
、
同
時
に
富
た
神
祭
の
た
め
に
備
え
ら
れ
た
，
乱
一
一
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ご
雀
つ
く

少
な
く
と
も
祭
に
関
係
の
な
い
節
日
と
い
う
も
の
は
元
は
な
か
っ
た
。
五
節
供
と
い
う
名
称
は
武
家
で
ば
重

ん
じ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
農
民
の
間
で
は
節
供
と
い
え
ば
三
月
三
日
と
五
月
五
日
が
主
で
、
正
月
と
七
月
の

七
日
も
た
だ
の
日
で
は
な
か
っ
た
が
心
こ
れ
を
節
供
の
一
つ
と
ま
で
は
思
っ
て
い
な
い
者
が
多
か
っ
た
。
九

月
九
日
も
節
供
と
呼
ん
で
い
る
土
地
は
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
は
や
や
別
の
心
持
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
こ
の
日
を
も
っ
て
大
祭
の
日
、
ま
た
祭
礼
の
日
と
す
る
地
方
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
九
州
の
北

半
分
で
は
、
ク
ン
チ
と
い
う
の
が
村
の
御
社
の
例
祭
の
日
を
意
味
し
て
い
る
。
文
字
で
は
供
日
と
も
宮
日
と

も
書
い
て
い
る
が
、
な
お
そ
の
名
の
起
り
は
九
日
で
あ
っ
て
、
た
．
ま
た
ま
そ
の
日
に
祭
を
せ
ぬ
土
地
が
あ
っ

た
た
め
に
、
こ
れ
を
別
の
語
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
．
隣
近
所
互
い
に
往
来
し
て
、
長
く
秋
祭

の
喜
び
を
続
け
る
よ
う
に
、
わ
ざ
と
八
日
に
も
十
日
十
一
日
に
も
、
日
を
ち
が
え
て
い
る
村
が
私
の
郷
里
な

ど
に
も
多
く
、
た
し
か
明
治
の
終
り
頃
に
、
そ
の
弊
害
を
認
め
て
こ
れ
を
九
日
に
統
制
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

関
東
の
各
地
に
も
、
ま
た
ク
ニ
チ
と
い
う
名
が
あ
る
。
こ
れ
は
は
っ
き
り
と
九
月
九
日
の
こ
と
と
認
め
、
た

◆
年
〃
、
西
』
↑
つ

だ
作
物
成
熟
の
遅
速
に
応
じ
て
、
一
一
一
九
日
と
称
し
て
中
の
十
九
日
で
も
、
末
の
一
一
十
九
日
で
も
よ
い
こ
と
に

し
て
い
る
。
そ
う
し
て
例
外
も
あ
る
か
知
ら
ぬ
が
こ
の
方
面
で
ば
、
祭
礼
と
も
名
づ
く
べ
き
大
祭
ば
春
季
に

挙
行
し
、
九
日
は
た
だ
物
静
か
な
家
と
の
食
い
祭
、
す
な
わ
ち
親
類
が
互
い
に
訪
問
し
て
へ
酒
を
飲
ん
で
楽

の
Ｐ
わ
り

し
む
日
と
し
て
い
た
も
の
が
多
い
よ
う
で
乾
軽
。
そ
れ
で
も
こ
の
日
は
馬
場
に
職
・
を
立
て
、
御
宮
で
ば
太
鼓

を
叩
き
、
ま
た
西
日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
頭
屋
祭
が
あ
る
。
た
だ
祭
礼
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
な
行
列
や
催
し

EＪ

、ザ』』‐‐
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祭
と
都
市
文
化
と
の
交
渉
は
か
な
り
深
い
が
、
そ
の
中
で
も
祭
の
季
節
と
い
う
も
の
の
ち
が
い
は
、
誰
の

目
に
も
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
。
町
の
祭
の
思
い
出
は
夏
の
も
の
に
多
く
、
夏
の
祭
と
い
う
も
の
は
上
代
に

少
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
四
時
の
境
目
ご
と
に
、
祭
を
営
む
べ
き
機
会
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
一
年
を
通
じ
て

い
ち
ば
ん
大
き
な
祭
は
、
何
と
し
て
も
秋
の
収
穫
後
の
、
物
の
豊
か
な
時
に
行
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
次
に

は
春
の
末
ま
た
は
夏
の
か
か
り
、
農
村
で
は
苗
代
ご
し
ら
え
に
か
か
る
前
の
も
の
が
あ
っ
た
。
旧
暦
四
月
八

日
と
い
う
日
が
、
特
に
山
の
祭
と
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
人
の
よ
く
言
う
の
は
春
秋
両
度
の
祭
、
こ

れ
は
農
業
こ
と
に
稲
作
の
始
め
と
終
り
と
を
、
表
示
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
か
で
、
そ
の
前
と
後
と
定
ま
っ
た

日
を
、
山
の
神
が
田
に
下
り
ま
た
田
の
神
が
山
に
入
る
日
と
し
て
、
祭
る
と
い
う
風
も
農
村
に
は
多
い
。
あ

る
い
は
こ
れ
を
え
び
す
様
が
稼
ぎ
に
出
る
日
、
ま
た
は
大
黒
様
が
稼
ぎ
か
ら
戻
っ
て
来
ら
れ
る
日
な
ど
と
も

と
し
ご
郡
力

い
っ
て
、
少
し
ず
つ
言
い
伝
え
は
変
っ
て
い
る
が
、
国
の
公
け
の
祭
の
新
嘗
祭
｝
』
対
し
て
、
一
一
月
に
祈
年

い
つ
か
ら
言
い
出
し
た
と
も
知
れ
ぬ
言
い
伝
え
を
も
ち
、
住
民
も
ま
た
そ
れ
を
誇
り
に
し
て
い
る
も
の
が
あ

る
。
い
ず
れ
も
大
昔
か
ら
こ
の
通
り
の
よ
う
に
い
う
が
、
実
は
近
年
お
い
お
い
に
そ
う
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
い
う
空
気
の
中
に
大
き
く
な
っ
た
人
倉
は
、
知
ら
ぬ
間
に
祭
の
概
念
を
変
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て

こ
れ
と
い
う
見
ど
こ
ろ
の
な
い
村
会
の
小
さ
な
祭
を
、
何
だ
か
気
の
毒
な
も
の
の
よ
う
に
考
え
始
め
た
の
で

あ
る
。
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