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「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 特別研究事業
                   第２回国際検討会「古代東アジアにおける地域間交流と信仰・祭祀」

The Sacred Island of Okinoshima and Associated Sites in the Munakata Region 
Special Research Project 

Second International Review Meeting
Interchanges of Beliefs and Rituals in Ancient East Asia

1. Outline 
Host:    Preservation and Utilization Council of “Sacred Island of Okinoshima  

and Associated Sites in the Munakata Region” 
Date:    12-13 January 2020 
Venue:   Fukuoka-Ken Chushokigyo Shinko Center  

(9-15 Yoshizuka-shinmachi Hakata-ku, Fukuoka, Japan) 
Participants

SATO Makoto    Vice Chair of the Expert Committee,  
Director of National Institutes for the Humanities★

MIZOGUCHI Koji   Member of the Expert Committee, 
Professor of Kyushu University★

AKIMICHI Tomoya  Honorary Professor of Research Institute for Humanity and 
Nature, Director of Fujisan World Heritage Center

SASO Mamoru    Professor of Kokugakuin University
TANAKA Fumio   Professor of Waseda University
TAKATA Kanta    Associate professor of National Museum of Japanese History
WOO Jae Pyoung   Professor of Chungnam University (Korea)
Cees VAN ROOIJEN Cultural Heritage Agency (RCE, Netherlands) 
HANADA Katsuhiro   Yasu City Board of Education
NIKAIDO Yoshihiro   Professor of Kansai University
SONG Hwa Seop   Professor of Chung-ang University (Korea)
CHOI Ji Youn    National Research Institute for Cultural Heritage (Korea) 

Agency for Cultural Affairs    
Secretariat (Fukuoka Prefectural Government, Munakata City, Fukutsu City) 

(★Chairperson, Researcher, Reporter) 

2. Objective 
What kinds of beliefs and rituals existed in East Asia during the period from the 4th to 9th century? 
How they influenced regional beliefs and rituals through diverse exchanges between regions? The 
characteristics of Okinoshima’s faith and rituals in East Asia will be considered from an exploration 
of the similarities and differences in faiths and ritual cultures of the people in each region. 
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3. Schedule 

12 – January  

Time Items Contents 

13:00 Opening Opening Remarks and Introduction of Speakers 
Remarks by Host (Background of Research Project and Challenges) 

13:15 Keynote 
Speech 

Research Issues of “The Sacred Island of Okinoshima and Associated Sites in the 
Munakata Region” – from a Viewpoint of World Heritage 
Cees VAN ROOIJEN (Cultural Heritage Agency (RCE, Netherlands))

14:15 Report-1 
Ancient Foreign Residents in the Kyushu Region and Their Faith - Himekoso, 
Gyokujo, and Satsuma Stone Pagodas 
TANAKA Fumio (Waseda University) 

Break 15:15-15:30 

15:30 Report-2 Overseas Exchanges in the Munakata Region and the Munakata Clan 
HANADA Katsuhiro (Yasu City Board of Education) 

16:30 Report-3 
Reality of Rituals and Deity Views in Ancient Japan - The Natural Environment of 
the Japanese Archipelago and Relations with East Asia 
SASO Mamoru (Kokugakuin University) 

18:00  Reception 
  

13 – January  

Time Items Contents 

9:30 Report-4 
The Development of Taoism in China and the Impact of Chinese Folk Beliefs to 
Japan 
NIKAIDO Yoshihiro (Kansai University) 

10:30 Report-5 
Historical Development of Folk Beliefs and Overseas Exchanges in the Korean 
Peninsula 
SONG Hwa Seop (Chung-ang University(Korea)) 

11:40 Q&A and other items 

Lunch 12:00-13:00 

13:00 Discussion Okinoshima and the Munakata Region seen from Religious Exchanges in Ancient 
East Asia - Religious Exchanges in Ancient East Asia 

Break 15:00-15:15 

15:15 Discussion 
Okinoshima and the Munakata Region seen from Religious Exchanges in Ancient 
East Asia - Faith and Rituals of Okinoshima (Munakata) from the Perspective of 
Ancient East Asia 

17:00 Closing  
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                   第２回国際検討会「古代東アジアにおける地域間交流と信仰・祭祀」

３．スケジュール 

開会行事（開会挨拶、出席者紹介）、趣旨説明（研究事業の経緯と課題） 

  

古代東アジアにおける宗教的交流と宗像・沖ノ島 

～古代東アジアの視点からみた沖ノ島（宗像）の信仰と祭祀 
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Research Issues of “The Sacred Island of Okinoshima and Associated Sites 
in Munakata Region” - from a Viewpoint of World Heritage - 

Cees VAN ROOIJEN  

《Abstract》

The early period of Okinoshima is an intriguing period. The finds on the island show the important role 
the island played in the interaction between the mainland of Asia and the Japanese Archipelago. A role 
whose importance was recognized by the ICOMOS World Heritage Panel and was seen as the thread in 
the Nomination which was the most promising. 

On the other hand, the question is; do we fully understand that role? It is always difficult to interpret 
archaeological finds by themselves. As archaeologist we interpret them from our present days view on 
the world. In the case of Okinoshima it is obvious that rites and seafaring play an important role, and 
the influence of the growing centralized power is also a main theme. But one can wonder what more is 
there to detect, and question if those three obvious threads are not overwhelming other lines. For World 
Heritage it is very interesting how the world interacts and how groups of people are influenced by each 
other. It was thought by the panel that it would be interesting to investigate if these lines of influence 
can be recovered by the expressions of the archaeological heritage, not alone at Okinoshima but also in 
a wider setting. This research can be done by deepening our knowledge of the items and finds we already 
know, but also by looking at them in another way. For instance, in a wider context, as is done by also 
researching Asian mainland sites. Also, examples from other places might help to open up new lines of 
thought and new lines for research. The program, where this conference is part of, is an excellent 
response to the need to better understand Okinoshima and the role it played in the early medieval period 
of this part of Asia. 

《Profile》

Focal Point for World Heritage in the Netherlands. Majored in medieval archaeology of Western Europe. 
Sat in the ICOMOS World Heritage Panel of 2014, 2015 and 2016. 

Working career 
1986-1998  Archaeologist; municipality of Utrecht, Netherlands 
1998-2007  Advisor for Archaeology; State Service for Archaeology (ROB), Netherlands 
2007-2018  Advisor and Project Manager for Archaeological and Landscape projects; Cultural 

Heritage Agency (RCE), Netherlands 
2018-present  Focal Point for World Heritage Netherlands; Cultural Heritage Agency (RCE), 

Netherlands 

https://www.linkedin.com/in/cees-van-rooijen-477a332a/ 

《 》

《 》
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Ancient Foreign Residents of the Kyushu Region and Their Faith  
Himekoso, Gyokujo, and Satsuma Stone Pagodas

TANAKA Fumio 

《Abstract》

This report discusses the faith practiced by foreign residents in Kyushu, Japan from ancient times to the 
early medieval period, from the perspective of literature. In this report, “foreign residents” refers to the 
ancient people who arrived from overseas, some of whom did not settle permanently. 

First of all, I would like to draw your attention to the worship of Himekoso as a faith associated with 
the Munakata region, and which was practiced by foreign residents in Japan prior to the 8th century. 
This faith was closely associated with the development of Miyake (estates established in various regions 
by a central kingship for regional governance) after the late 6th century, as foreign residents and their 
descendants who were worshippers of Himekoso became involved in its administration. Furthermore, 
as the wealthier and more influential locals also became engaged in the administration of Miyake, the 
worship of Himekoso spread to them as well.  

The archaeological discovery dating from the 9th century that subsequently captures our attention is 
the wooden tablet ( okkan) No. 2 excavated from the Nakabaru site in Karatsu City, Saga Prefecture, 
which has an expression of the goddess called G okujo (jade woman). The description of this narrow 
wooden strip indicates some common features with Henbai (ritual footsteps performed by a sorcerer in 
a ceremony that was believed to have magical powers), which was influenced by Chinese Taoism and 
introduced in Japanese Onmyodo after the mid-10th century. This local wooden tablet dates back the 
Henbai of Onmyodo a hundred years earlier, which gives evidence to the international environment of 
the northern Kyushu region of the time. 

Additionally, we also want to consider the Satsuma stone pagoda as a significant representation of 
faith from overseas in Kyushu during the early medieval period. Satsuma stone pagodas are unevenly 
distributed in the western Kyushu region, and their direct Chinese influence has often been pointed out. 
They are thought to have been brought by the Song merchants who engaged in sulphur trading at Io 
Island in Kagoshima Prefecture, and may relate to the Chinese ship that appears in a  o  th  ik . 
Despite all this, pagodas matching the description of Satsuma stone pagodas have never been confirmed 
in China. This indicates that the practice of the faith may have been transformed in Kyushu.  

As we can see, when compared to other regions in Japan, Kyushu had an ideal environment that 
made it easier for the faiths of China and the Korean peninsula to expand. At the same time, there has 
been a transformation that is connected with the regional characteristics of Kyushu in the development 
of those faiths. This shows that those faiths brought by the foreign residents were actively adopted by 
the local people in Kyushu and shared over time.  

《Profile》

Professor at the Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University. He has been trying to clarify 
historical multiplicity, diversity, and internationality in society in the Japanese archipelago through the 
study of regional history and international cultural relations. Completed a Doctoral Course in Japanese 
History in the Graduate School of Letters, Kokugakuin University. PhD in History. His role as Director 
in the Cultural Properties Division (Buried Cultural Property Research Center) of the Shimane 
Prefectural Board of Education and Professor at the College of Economics of Kanto Gakuin University 
led to his current post.  
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Overseas Exchanges in the Munakata Region and the Munakata Clan 

HANADA Katsuhiro 

《Abstract》

The Munakata region is an ideal place for research aimed at uncovering how a group of people living 
on the small plains along the Genkai-Nada sea coast, an area that had very little fertility during the 
Jomon and Yayoi periods, grew to become influential clans in the Kofun period. These people, who 
lived in a region with low agricultural production marked mainly by inlets and lagoons, eventually 
became specialists in many aspects of maritime traffic and trade, fully utilizing their characteristic traits 
as marine people. As of the 4th century, the rituals on Okinoshima aimed at securing and taking control 
of maritime routes had already started, and set the course for the Yamato court to seek hegemony and 
acquire interests on the Korean Peninsula. As if to respond to these political developments, numerous 
keyhole-shaped mounded tombs were built for local clans. It appears that the Munakata clan was 
assigned the role of the priest of Okinoshima by one of the “Five Kings of Wa” who is seemed to be 
buried in the Mozu-Furuichi Kofun Group.  

It is noteworthy that significant contributions from the Kinai region have been confirmed after the 
Munakata region’s assistance to the Yamato court’s control of the sea lanes, as evidenced by the ritual 
accessories that the Yamato court used for rituals found on Okinoshima, by the goods shipped from the 
Korean Peninsula, and more. The excavated antiquities include the remains of ancient immigrants to 
Japan, as well as local people and people from the Kinai region, which also suggests group migrations 
behind the scenes. These developments helped this group of seaside people grow into powerful regional 
chieftains. This closely corresponds with the formation of the Yamato court and its regional governance 
and have much in common, including the acquisition of handicraft production technology and group 
placements.  

The Article of Year 673 of “Nihonshoki” (Chronicles of Japan) mentions that Amakono-iratsume, a 
daughter of Munakata-no-Kimi Tokuzen, had taken into the inner palace, which highlights the fact that 
the Munakata clan, who had taken control of the maritime routes through Munakata-Oshima-
Okinoshima-the Korean Peninsula had so significant power that it enabled marriage ties with the Yamato 
court when sending aid to the Baekje. The Miyajidake Kofun is believed to be the tomb of Munakata-
no-Kimi Tokuzen. It should especially be noted that, geographically speaking, Munakata has been an 
important strategic point for trade traffic and the military, and that special rituals for the security of 
maritime traffic were performed out of regard to Munakata-no-Okami as Michinushi-no-Muchi (the 
greatest deity of the road). 

《Profile》

Born in March 1955 in Kato (a region previously called Fukuzaki), Munakata City, Fukuoka Prefecture. 
Graduated from the Department of History, Faculty of Letters, Nara University. Received a PhD in 
Letters and became a researcher in the Department of Archaeology, Nara University. Fulfilled the role 
of Director of the Cultural Properties Division of the Yasu City Board of Education (Shiga Prefecture), 
followed by a part-time lecturer post at the University of Shiga Prefecture. Currently, serving as a 
researcher at the Yasu City Board of Education.  
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Reality of Rituals and Deity Views in Ancient Japan
The Natural Environment of the Japanese Archipelago and Relations with East Asia

SASO Mamoru 

《Abstract》

In each region of the Japanese archipelago (from the Tohoku region to Kyushu), ritual sites can be 
found where common relics used for rituals from the later 4th to the 5th century have been excavated. 
These excavated relics and other remains tell us that people prepared meals and offerings for deities, 
and accumulated earthenware and ritual items there. Recent studies have confirmed cases where there 
were fences used to partition and conceal a ritual site from the surrounding area, as well as raised-floor 
storehouses where valuable items were kept. 

These provide us with enough evidence to reproduce a ritual structure consisting of (1) the 
preparation of offerings, (2) rituals and (3) the removal and storage of votive offerings after the rituals. 
This corresponds with the ceremony of Jingu rituals recorded in the Kotaijingu Gishikicho (Ceremony 
Register of Kotaijingu), issued in 804 (the 23rd year of Enryaku). The ceremony was needed to 
distinguish rituals from daily life and to help maintain cleanliness. In addition, the procedure for 
offering meals and valuable items was the same used in rituals conducted at Kofun (mounded tombs) 
established in the 3rd century, which are considered to be related to the formation of these rituals. 

“Deity views,” which describe how deities for the rituals were regarded, were deeply interconnected 
with the natural environment of the Japanese archipelago, which offers not only blessings but also 
various disasters. Ancient ritual sites were located in places which played a special role in securing 
natural resources, developing agricultural production and marine and land transportation, and ancient 
shrines were also situated in such places. People intuitively felt the “Agents” in the special 
mechanisms of the natural environment, who caused such work, and believed in deities and conducted 
the rituals. There was a view that deities “resided” in specific places, which is described in “Kojiki”, 
“Nihonshoki” and “Engishiki.” 

These rituals and deity views were developed in tandem with the activation of exchanges between 
the Korean Peninsula and the Japanese archipelago (Wakoku) in the 4th and 5th centuries, and 
relations with the unified empire of China in the 7th century, which led to Jingi rituals in the Ritsuryo 
Era. 

《Profile》

Professor of Faculty of Shinto Studies, Kokugakuin University, Director of Kokugakuin University 
Museum. Born in 1961, he specializes in Japanese archaeology and the history of Japanese religion. 
He completed the master’s program of the Graduate School of Letters at Kokugakuin University and 
obtained a Ph.D. in religious studies. He previously served as a research fellow at the Chiba Prefecture 
Cultural Asset Center, a senior cultural asset manager of the Cultural Asset Department of Education 
Bureau of Chiba Prefecture, a specialist at the National Olympic Memorial Youth Center and a 
part-time lecturer for the Faculty of Letters of National University Corporation Chiba University. 
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The Development of Taoism in China and the Impact of 
 Chinese Folk Beliefs to Japan 

NIKAIDO Yoshihiro 

《Abstract》

The origin of Taoism is generally believed to have been the Way of the Celestial Master movement, 
founded by Zhang Ling during the Later Han period. However, even before that, there were the ideas of 
Taoism as typified by Laozi and Zhuangzi, as well as Shenxian Dao (the Way of the Immortals). Both 
served as sources of later Taoism. After that, during the Six Dynasties period, the Way of the Celestial 
Master developed its organization and structure to create Taoism. Distinguished Taoist monks such as 
Lu Xiujing and Tao Hongjing also entered the scene, deepened the doctrines of Taoism, and sorted out 
the sutra. It was during this period, as well, that Ge Hong wrote “Baopuzi.” After uniting the Northern 
and Southern dynasties, the Sui dynasty esteemed both Taoism and Buddhism, though Buddhism was 
held in higher regard. During the Tang dynasty, with the imperial family's claim to be descendants of 
Laozi, Taoism was instituted and developed as the official religion. Taoist monks such as Sima 
Chengzhen played an active role in the era of Emperor Xuan Zong. In the Five Dynasties period, Du 
Guangting compiled all the Taoist rituals that had been created up to that point. During the Song dynasty, 
Taoism was again slightly transformed. During the Jin dynasty, a new form of Taoism called “Quan-
zhen jiao” (Teaching of Complete Perfection) was established. You can read about the history of Taoism 
development up to the Tang dynasty in the book “Yunji Qiqian.” 

Apart from Taoism movements, some folk beliefs have been continuous since ancient times. These 
folk beliefs originated from shamanism and were subject to a wider variety of changes, as they were 
widely practiced among commoners. For example, faith in Prince Jing of Chengyang was prevalent 
during the Han dynasty, though it became a rarity during the Tang dynasty. Folk beliefs often conflicted 
with Taoism. In fact, quite a number of articles that criticize folk beliefs are contained in “Baopuzi.” 

There are no Taoist temples or monks in Japan, as Taoism was never introduced to the country in any 
comprehensive manner. Faith in the Three Pure Ones, the three most important deities in Taoism, is 
hardly known in Japan. Despite this, the influence of Taoist culture can be seen in Japan in various forms, 
and has affected Japanese people in many ways. Moreover, folk beliefs trickled over to Japan one at a 
time, and have commonly been syncretized with Japanese Shintoism and Buddhism. 

《Profile》

Professor, Faculty of Letters, Kansai University. Born in 1962. Graduated from the Faculty of Letters, 
Toyo University. Completed coursework in the Doctoral Program at the Department of Oriental 
Philosophy, the Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University. Received a PhD in 
Letters (Toyo University), and PhD in Cultural Interaction (Kansai University). Majored in the study of 
relationships between Chinese folk beliefs and Taoism.  
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Historical Development of Folk Beliefs and Overseas Exchanges in the 
Korean Peninsula

SONG Hwa Seop 

《Abstract》

The Korean Peninsula is located in the East Asian Middle Sea where marine culture prospered. Baekje 
was located in the south western side of the Peninsula, with Goguryeo as its rival in the north and Wa 
(Japan) and Southern Dynasties of China as its friendly nations in the south. In order to respond to the 
threat from Goguryeo, Baekje put a lot of emphasis on diplomatic exchanges with Gaya, Wa and 
Southern Dynasty of China. Diplomatic exchanges with China and Wa by Baekje were conducted 
through marine transportation and they got into full swing during the periods of reign of King 
Dongseong and King Munyeong after the relocation of the capital to Ungjin. 

As for the diplomatic relations, there are a state-led type and private-sector-led one. While the 
state-led type is conducted mainly by envoy and tribute ships, the private-sector-led one is by 
commercial and trade ships. Marine exchanges developed navigation guardian god, anchorage sites 
and sailing safety prayer places. Exchanges between Baekje and China/Japan were active during the 
Ungjin period. Such facts are reflected in the Buan Jungmak-dong maritime ritual site and their relics. 
The relics were mainly belonged to the middle of the 5th century to the middle of the 6th century. 

The relics of external exchanges at the Buan Jungmak-dong site are soft stone imitations like 
ones of the Okinoshima Island in Japan and celadon porcelain pieces of China. As the stone imitations 
were national dedication articles only during a certain period, they did not have an ability to transmit 
as folk religion. On the other hand, cultural exchanges with the Chinese Southern Dynasties were 
implemented in parallel with the state-led and private-sector-led styles which maintained a 
transmission capability as maritime faith. Private trade became active in the Unified Silla period, and 
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《基調報告講演録》 

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の研究上の課題 ―世界遺産の視点から― 

オランダ文化遺産庁 ケース・ファン・ローイエン 

 

はじめに 

みなさん、こんにちは。まずこの会議に招待してくださ

いました主催組織の皆様に心より感謝申し上げます。皆様

のプロジェクトのお手伝いができることを大変光栄に存

じておりますし、今回この会議に出席できたことを嬉しく

存じます。 

 私はオランダで考古学者をしていますが、中世の考古学

を中心に教育を受けました。その後ユトレヒト地方自治体

の考古学者となり 1998年からはオランダの教育文化科学

省で考古学顧問を務めておりました。2014 年から 2017 年

の間、イコモス世界遺産パネルのメンバーを務めておりま

した。その関係で「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の評

価にも携わりました。2018 年以降はオランダの世界遺産の代

表研究者を務めており、もちろんその関係でイコモスの世界遺

産パネルの仕事は休止しております。 

少し免責事項を申し上げておきたいと思います。時々私

は少し無遠慮な発言をしてしまうことがありますが、どう

かご容赦願いたいと存じます。オランダ人のコミュニケー

ションや議論のやり方は、日本の方々の議論のやり方より

ももっとストレートであることがよくあります。それに加

えまして、私はおそらく日本の習慣やタブーに疎いと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

沖ノ島の推薦書のイコモス評価についても今回お話し

するようにご依頼を頂いていますが、当初は中世初期のヨ

ーロッパにおける交流と宗教について話すようにとのご

依頼も頂いていました。そこで今日は、この両方のトピッ

クについて、少しずつお話をさせていただきたいと存じま

す。発表の前半はスライドなしで行います。 

 

１．「宗像・沖ノ島」に対するイコモスの評価 

先に申しましたように、「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺

産群がイコモスの評価を受けた際、私はイコモス世界遺産パ

ネルのメンバーを務めていました。評価について、少しだけで

したら皆様にお話しすることはできますが、イコモスの規則の

縛りがありますので、ディスカッションの進め方がどうあったかと

か、あるいはパネル内で様々な専門家の立場がどう述べられ

たかについて、具体的にお話しすることは控えさせていただき

ます。 

世界遺産パネルの会議でイコモスは、沖ノ島の古代の考古

学的出土品の質、そして島の地理的位置に感銘を受けていま

した。陸地からかなり離れた沖合の島である一方、重要な海域、

交流ルートの真ん中に沖ノ島は位置していたのです。日本列

島と大陸の間の交流ルートがあり、それらのルートの中央

に崇拝の対象であった沖ノ島が位置しています。 

イコモス世界遺産パネルには、沖ノ島が古代の重要な祭

祀の場所であるとした主張が強く響いています。実際、４

世紀から９世紀までは、世界遺産の候補地として最も重要

な時代とみなされていました。それらの場所には、例えば、

遠く離れた場所とのつながりを示すような考古学的証拠

が豊富に存在したからです。 

私が評価に携わっていた頃に感じていましたのは、後の

時代、つまり 10 世紀以降の沖ノ島は、大陸というよりは

むしろ日本の他の地域とのつながりの方が強くなってい

ったということでした。このため、沖ノ島は大陸文化に対

する開放性を失っていき、アジアとの文化交流における重

要な役割を失っていったと考えられたわけです。イコモス

世界遺産パネルにとって、10 世紀以降の時代は、それほ

ど興味をひくものではありませんでした。 

当時私が持っていた印象としては、古代の沖ノ島につい

ては、同時代により広範な地域における類似の特徴を持つ

場所についての情報が、より豊富に揃っていたならば、さ

らに興味深い候補になったであろうということでした。そ

ういったことが世界遺産への推薦において、重要なポイン

トと考えられたからです。 

本検討会もその一環となっている３年間の特別研究事

業は、まさにイコモスパネルが深く興味を持った部分、つ

まり初期の沖ノ島について、より広域を視野に入れた検討

をなさっていることと存じます。沖ノ島の役割は、航海と
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九州における渡来人と信仰 
―ヒメコソ・玉女・薩摩塔― 

早稲田大学 田中史生 
 
１. 渡来系氏族の信仰とミヤケと宗像―アメノヒボコ・ヒメコソ信仰を中心に 
 
ミヤケの登場と渡来系氏族 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
□６世紀、王権はミヤケを設置し、各地の流通・生産拠点を再編して、王権中心の生産・物流ネ

ットワークを形成。ミヤケの成果を一定量王権が回収する構造を構築。 
□渡来系氏族の編成をすすめ、特に重要なミヤケには、生産能力、交通・流通機能、文字による

管理機能を高めるため、渡来系氏族を配置。 
 
アメノヒボコ・ヒメコソ信仰とミヤケ 
 
□アメノヒボコ信仰は、⻄⽇本各地を遍歴の韓国の神や新羅国王⼦の信仰。 
□ヒメコソ信仰は、アメノヒボコ・加羅国王⼦・韓国の男神などから逃れ、九州・瀬⼾内地域を

遍歴したと伝えられる渡来のヒメ神の信仰。 
□両神の関連地は、渡来系の人々があり、かつミヤケの想定地に分布が濃厚 
   

『播磨国風土記』神前郡条 

  粳岡者、伊和大神與二天日桙命一二神、各発レ軍相戦。爾時大神之軍、集而舂レ稲之、其粳聚為レ

丘。又其簸置粳云レ墓、又云二城牟礼山一。一云、掘レ城処者、品太天皇御俗、参度来百済人等、

隨二有俗一造レ城居之。其孫等川辺里三家人夜代等。 

『新撰姓氏録』右京諸蕃下・摂津国諸蕃、新羅 

三宅連、新羅国王子天日桙命之後也。 
 
⇒ミヤケにかかわった渡来系とも関係する信仰。遍歴譚もミヤケの交通の反映(田中 2002)。 

※怡土県主は高麗国意呂山に天降りたアメノヒボコの末裔（筑前国風土記逸文）。怡土縣主
の「縣」は評里制以前の状況の反映でミヤケと関連 (山尾 1979)。糸島市姫島(？) 

●ミヤケはミ(御)＋ヤケ(家・宅)。
ヤケは生産・所有の機能を持つ経
営拠点・単位。ヤケが王権との貢
納・奉仕関係を結ぶとミヤケ。 

●ミヤケは、農業開発、塩・鉄など
の生産、交流・物流の拠点といっ
た、多様性・複合性がある。 

●複数のミヤケがネットワークを構
成し、王権を核に各地が結びつく
交通・生産・物流網を形成。 
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・ ・  
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ヤ の と
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の 、 な ヤ は、生 、 ・ 、⽂ る
理 る 、 。 

ボ ・ と ヤ

ボ は、 の の神 の 。 
は、 ボ ・ ・ の 神な か 、 ・

と る の 神の 。 
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国

  、 一 、 、 、
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一 人  
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は ボ の （ ⽂）。
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ミヤケ

ミヤケ

  豪族の居宅

″ ″ 労働者 ミヤケ
倉 ″ ″

田畑 工房

ミヤケ ミヤケ
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る 神 、 古 る 。 古
。 の 古 神 る。 
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る。 
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国
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と 1 61 。 
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神 『 』 大 大 神 神。 

国

   、 国 、 、 一 一  

の 神。 川 村の 神 の神 、 の
と 1 61 。 

川 、 、大 、 は 。
は ヤ 。 

参考  
か の 神 い 『古 』 神 。大

の は の 。 
の は と る 。 。 

 

神 の一 の

の一

一 、 国 一 一

一 是  

は 川中・ 、 。 
神 の る神 と 、『 』 ⽂ 『古 』 神
の 神と る とと なる。 

中 は 。 は る と る い い。 
 

太一郎 の の の は 。 は
、 の 。一 、

川 の は大 。 の一 は、 、 な
い の の な と いる。 

『 』 、 村
の 、 の と 献 。 は
か 。 の 、 の の 。

なか の の 。 
 

の と とのかか 考古学 。 
の る 献 、 の とかか ると るな 吉村 、

献 は と な い と る き。 
『 』 古 と る と 、
の 者 ると る とな か 、 との つき

いる 。 

とかか い と る は い。 

の一 は、 の 神 、 中
の

と 、
の る神 と 。 

『 』 、 は 神 と い と き。 

川中 の

国 姫

山 一 山一、 一 、

一、 人 一、 、 一、 云 国 人、

是 、 一 、 一 、 是 一、 一 是 、

云、 一 、 、 一 、 、

、 、 姫 一、 、 山 一 、 是

、 一 、 見 一 一 、
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6 の る ヤ の と るか ヤ か 。 
の古 の 神 は、 の な の ると る の の き、

の の 。 ヤ の と るか。 

中 出 2 木 の

2 木

中 は 、 川 。 。 生
の ・ 。木 1 。 

木 は の 、 の ⽂ 180 4 4 。 
  人  

   見 見     

                

一 ⽂ 。 ⽂ ・ 大。 
は、 かの出 か の き きと る 、出 。 

は とかか る の る の。 
な か 。 

、 、 な る 神 。中 の は の 者と と
る と、 の のと る 。 

は 、 、 の⽂献 中 。 か る
は き 、 木 古か。 

中 の 『 』の 、吉 か 、
の 1 。木 と 。 

4 11 4 『 』 ⽂ は、 、
、 木 。 の ⽂ 。木 の

、 の ⽂ る。 
は かの 、 る の 木 。木 の 死 の と

のかか 。 

との る木 の 、 の と の 。 
の きるのは 10 。中 る の 木 は

の と るか。 

 

本

   国 人 人 一 人

人 九人  

との る の 神 は、 の ヤ の と
い 6 大き ない 。 

川中 の と ヤ

な 、 か の る の 。 
の 出 一 木 大 。 の

ヤ との い （ ） 。 
い 、 る ヤ 中2001 。 

る 神 。 
か 川 。 

出 一 木 。 
の は、 い い。 

川中 の は、6 の ヤ と ない、 と
か 川中 き の と か。 

の 献 の 、 神 神 と大 神 。 

と

『 』の は、 の 古 、 神
とな いる。 

は、 の ・ ・ るの 中 か 。 ・ 献
る6 の の のなか 理 る 笹生  
の 、『 』 ・ 、出

一 。 、 、献 、 一。
、 一 と 、6 の との 。 

『 』 川 は、 の と 、
神 る 村 ると る。 

と の 神 は、 ヤ の とかか る の と ない、
6 、 か い と考 る。 

の 、 神 と のは、
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は の の と、4 ・ 出 の 出 。 
を ふともよも さじとて にも にも せ 、もろこし のとも なは にと

くなれ 、 つを く ひけん、 よひの に を て、 くの を つつ、

へぞ りけ より彼 へ にて、人あ し 、 ものをは とり

なンどしけれども、 こしも せ 姫 の かりぞ、人に見せじとて、もと ひ

の に し りけ さて商人 に て、 の へ て に、 にてか かにつ

へ しは、 のか にもあ (覚一本) 

き。 る。 

古 ⽂学大 の は、 中 との 。 の
か 、 由 中 いる 。 

か 、大 は、 の と き の は 。
の と る きとの （ 2012）。 

『 』 古 は大 と 1 。『 』 は の
か 大 は 14 、 か は 6 。 

か は 4 ・ 出 るの 、 る
は 出 るのは いと い、 の一 出 、と き 

160 の る ・ 4  
か 2 と、 の 。 

・ の は、『 』 と る中
。 

『 』 は、 か る と 。 

『 』の と は一 。 は かか と か。 
、中 い と 一 の は 。 の

。 

と

は、 と 中 の い 。 
の の 、 の と つい 。 

の 、 の い 。 
の ・ は？ 

の は る？  

参考⽂献  
『 の 生』 出版、2014。 

 『 の の る 』 、2012。 
の 『 26 2 学 』

者 館 2018。 
 

の と

の 、 ・ の
の 、 の い と 。1

中 と 。 
・ ・ ・ 40 。 の   

・ 。 
中 との 。 

は 中 。 
の は は ない な 。中

は る 。 
の は、 ・ か 、 の 、 、

の 、 。 の は の 。中 は
は 光 、 。 

 
館 ない は 。 

・ 2 8 の ・版 の 。 
の な の と る のと 、

⽂ の の 。 は 。 
は、 の 、 の の な 、 と 。 

中 の な 。 

『 』の

11 の ・ ・ 。 
は 。10 、 の か 出 。 

山にのぼツて湯黄と云物をとり、九国よりかよふ商人にあひ、くひ物にかへなンどせしか共

(覚一本) 

は か の い 。 

一 る の な 、 か 大 の
る と る 一 、 、 、 、 。 
彼松浦さよ姫がもろこし舟を慕ひつゝひれ振りけんも、是には過じとぞ見えし(覚一本) 

1 1 の 一 る古 る は 。 ると る の 、 一
、 の ・ 、 （ ）。 

・ る のは 1 、 の 中
、 のは は 2 。 
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1

る の と の  

                     

1、 の と 古 の 者
1 古 の 、 、 者

古 は、 る いる と。
か 、 き 、 大

の大 る い と る。 の ると、T 20 の の
ない。 の古 の か 、 の い と る と と考

。 、 大 と の な と る。 の
な は、 の ヤ のと る。

古 の 者は の い。 
 古 の 者は、 の と ・ ・ 、

いる。 光 古 は、 の 、 古 古 な 、 の
の い と る。い 、 光 古

古 者 、 一 の の とは
な 、 と 大 ・神 る ととなる。 は、大 （64 ）

の 、 者は、 神 な の なる
いの はないかと、 は考 る ・ 1 。 

は 大 ・ ・ ・ ・ ス な る
、 つい る る。 の （ ・ ・ ）、 大 ・

、 ス ・ ス ・ ・ な 一 の い の る。 と 大
は と る。 は、 と 一 と

は、 とな ⽂ 。 は、 の つ の る。
は、 と の の いる  るのは ・ ・ の

、 る。 る 出 の
な と ると、 の ⽂の か ⽂ いる い。 は、
の と 、 の と なる。 一は、

、 T 20 の と る  1 6 。 ・ は る のと 、
・ 古 ・ 古 な 、 ⽂ ⽂

⽂ と る な⽂ る。 古 の のは、 の ⽂ ⽂
の と 、 なる。 は、 の 、 る。

古 の の る 、 なる い。 、 ⽂の ・
の か ると、 古 古 古 の

と考 い。 、 と る のは か ー の る 、出
と は る 考 る。 の の は い いない。

は、 の 出 の と ると 、

 

『 い ・ ⽂ 』 2 、2001。 
『 ヤ の 』 『 学 』168、1 4。 

の 『 』280、1 1。 
大木 ・古  ・ ・ ・ 村 大 る ・ の と中

の 学 る一考 『 大学理学 』4 、2010。 
と の 『 』 1 、1 6。 

吉『 と の 』 、1 8。 
『 と 』8 、1 。 

『 の 』考 、吉川弘⽂館、1 8 。 
笹生 衛『 古 の 考古学』 、吉川弘⽂館、2012。 

太一郎 ヤ と 『 ・ と 』 、2011。 
川 と 『 版古 の 』 ・ 川 、1 1。 

 と 『 ⽂ と ・ の 』 2011
⽂ ー、2012。 

、 考 『 ⽂ 』 、2008。 
中 の と 『 ー と 』 、 、1 8 。 
中 生 ヤ の と 『 』646、2002。 

の の と 『 古 の と 』 出版、2018。 
の 『 学 』 0 ・4、1 61。 

 か 『 ・ と 』 、201 。 
木 の 『神 』 8、1 0。 

『 と の 』 川出版 、200 。 
と の 『神 大学古 ー 』6、

2012。 
の つい 『 古 』学生 、1 。 

 ・ 考 『 学』1 0、201 。 

34

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群　特別研究事業
第２回国際検討会「古代東アジアにおける地域間交流と信仰・祭祀」



1

る の と の  

                     

1、 の と 古 の 者
1 古 の 、 、 者

古 は、 る いる と。
か 、 き 、 大

の大 る い と る。 の ると、T 20 の の
ない。 の古 の か 、 の い と る と と考

。 、 大 と の な と る。 の
な は、 の ヤ のと る。

古 の 者は の い。 
 古 の 者は、 の と ・ ・ 、

いる。 光 古 は、 の 、 古 古 な 、 の
の い と る。い 、 光 古

古 者 、 一 の の とは
な 、 と 大 ・神 る ととなる。 は、大 （64 ）

の 、 者は、 神 な の なる
いの はないかと、 は考 る ・ 1 。 

は 大 ・ ・ ・ ・ ス な る
、 つい る る。 の （ ・ ・ ）、 大 ・

、 ス ・ ス ・ ・ な 一 の い の る。 と 大
は と る。 は、 と 一 と

は、 とな ⽂ 。 は、 の つ の る。
は、 と の の いる  るのは ・ ・ の

、 る。 る 出 の
な と ると、 の ⽂の か ⽂ いる い。 は、
の と 、 の と なる。 一は、

、 T 20 の と る  1 6 。 ・ は る のと 、
・ 古 ・ 古 な 、 ⽂ ⽂

⽂ と る な⽂ る。 古 の のは、 の ⽂ ⽂
の と 、 なる。 は、 の 、 る。

古 の の る 、 なる い。 、 ⽂の ・
の か ると、 古 古 古 の

と考 い。 、 と る のは か ー の る 、出
と は る 考 る。 の の は い いない。

は、 の 出 の と ると 、

 

『 い ・ ⽂ 』 2 、2001。 
『 ヤ の 』 『 学 』168、1 4。 

の 『 』280、1 1。 
大木 ・古  ・ ・ ・ 村 大 る ・ の と中

の 学 る一考 『 大学理学 』4 、2010。 
と の 『 』 1 、1 6。 

吉『 と の 』 、1 8。 
『 と 』8 、1 。 

『 の 』考 、吉川弘⽂館、1 8 。 
笹生 衛『 古 の 考古学』 、吉川弘⽂館、2012。 

太一郎 ヤ と 『 ・ と 』 、2011。 
川 と 『 版古 の 』 ・ 川 、1 1。 

 と 『 ⽂ と ・ の 』 2011
⽂ ー、2012。 

、 考 『 ⽂ 』 、2008。 
中 の と 『 ー と 』 、 、1 8 。 
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る る。古 は 川中 一 る 0 の る、 61
の 、 の る。 は、

いる 大な 木 る。 の 、 ・ 、 ・
な い 、 の出 はなか 、 の古 る は 村古

な る。 
 の中 古 は、 き の い 、 と ・ ・ ・ 出

る の 一 る。 、 8 12 の の 、 ・ 木
・ ・ ・ な の とな いる。 な 、 生 の な

、古 の とな 、 一 な は い いない。 の 、
古 、 古 ・ 4 は、 は の か

、 の ・6 る 、 。
、 ・ ・ る のは、 18 の大 、 生

か る の の古 と考 る。 の 川 は、 4
の いる とか 。 の 、 の は、 古

1 と る 、 と 生 いる。
か 、 なると、 と 、 の

な いる。 
 は、 8 中 、 は いる。

は、 中 6 か る。 は大
・ ・ 古 中 る る。 の中 古

、 6 と大 の 中 い。 は 0
、 40 0 の 、 の 大 ・ 2 の

の 生 いる。 い 、 ・ ・ ・ ・ ・ な
出 るの 一 、 ・ の いる。

、 2 の ・ ・ ・ な の の の る。
一 、 ・ ・ 古 の 、 理 るな 、 の中

1 、 い 24 22 0 の と大 の
な る。 は 古 古 の 2 い

る。 古 は、 のと は、 古 の 、
の は 神 古 ・ 古 ・ 古 の 6 6

ない。 
 、 ・ ・大 の古 な るの 、 ・

古 の の 、 者 いる と
る。 の とか 、 の 、 の 、 の の

る。 古 る 中 な大 の は、 と の
中 と 、 い の かな ない。 

 一 、 は、 の る。 は、 、 、
、 、 、 郎 、 、 、 、 、 、
、 光古 な な の 、 る る。 の は、

2

と る。 光 、 と る と る
光 1 6 。 80 る 、 る のか と考 、

出 の と る き る。 ス は、 の の
出 る 1 80 。 古 の 者は、 ス い ス生

と る る 古 1 。 大 は 2 、
、 の ・ の いる 1 82 。 イ の のは ない
、大 の大 は、 木 古 出 な と
1 6 と考 、 の 、 の の い のと る。

、 の中 る のと考 る。 、 古 の大 大 の
イ の のと いる とか となる。 

は、 の る大 の 大の 者と る。 の 2
（6 ） と る とはな 、 の

のと な いる。『 』 1 （684）の の の の 、 2
の の の中 、 は る。 の い、 2 （ 0 ）

弘 4 （81 ） の の る。 2 は、 一 の
の 、 1 （ 8） ・神 の る。 は、

つ な の と る。 
2 光 古

光 る 2 の る。 は、 る の
る。 は 1 10 6 の 、 か な いる。
は、 い いる。 は、2 の る 、 1

と る。 、 か 2 、 の と
理 。 は、 る 0 の 、 の か。 は、

る は、 古 る。 は、出 、
と考 る。 の 、 ・ 、 る の

出 。 中 の ・ ⽂ 出 201 。 

2、 の古 の の
 古 つい は、 な の の 古 2004・2011 、

の の 2004 、 の の 2012 、 の
る 2011 。 、 『 の古 』の

の の 2011 。 
1 古 と の

は、 のと 0 いる。 は 4 6
か 、大 4 る。 と 、

の中 古 つい い。 は、 （ 4 ）、 （
）、 （6 ）、 （ ） る

2012 。 
 は、 生 、 の中 とな ・ の の 古
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る る。古 は 川中 一 る 0 の る、 61
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な い 、 の出 はなか 、 の古 る は 村古

な る。 
 の中 古 は、 き の い 、 と ・ ・ ・ 出

る の 一 る。 、 8 12 の の 、 ・ 木
・ ・ ・ な の とな いる。 な 、 生 の な

、古 の とな 、 一 な は い いない。 の 、
古 、 古 ・ 4 は、 は の か

、 の ・6 る 、 。
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 は、 8 中 、 は いる。

は、 中 6 か る。 は大
・ ・ 古 中 る る。 の中 古
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出 る 1 80 。 古 の 者は、 ス い ス生

と る る 古 1 。 大 は 2 、
、 の ・ の いる 1 82 。 イ の のは ない
、大 の大 は、 木 古 出 な と
1 6 と考 、 の 、 の の い のと る。

、 の中 る のと考 る。 、 古 の大 大 の
イ の のと いる とか となる。 

は、 の る大 の 大の 者と る。 の 2
（6 ） と る とはな 、 の

のと な いる。『 』 1 （684）の の の の 、 2
の の の中 、 は る。 の い、 2 （ 0 ）

弘 4 （81 ） の の る。 2 は、 一 の
の 、 1 （ 8） ・神 の る。 は、

つ な の と る。 
2 光 古

光 る 2 の る。 は、 る の
る。 は 1 10 6 の 、 か な いる。
は、 い いる。 は、2 の る 、 1

と る。 、 か 2 、 の と
理 。 は、 る 0 の 、 の か。 は、

る は、 古 る。 は、出 、
と考 る。 の 、 ・ 、 る の

出 。 中 の ・ ⽂ 出 201 。 

2、 の古 の の
 古 つい は、 な の の 古 2004・2011 、

の の 2004 、 の の 2012 、 の
る 2011 。 、 『 の古 』の

の の 2011 。 
1 古 と の

は、 のと 0 いる。 は 4 6
か 、大 4 る。 と 、

の中 古 つい い。 は、 （ 4 ）、 （
）、 （6 ）、 （ ） る

2012 。 
 は、 生 、 の中 とな ・ の の 古
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る。 な 、 の と る。 、 出 る とか 、
と な い。 

い は、 な の 、2 と
中 と る と考 る。 、 は る な 大 、

の 、 の
る。 

   は、 の の 、 の は大 となる。 、
は 、 の中 ・ 光 古 は、 な

る。 2 2 、大古 1 ・ 、 2 ・ 古 、大
4 な 20 4 大 の と 、 は、
る スの と考 る。い 、 は か ない。 、 古

は、 の 出 な 出 、
な 者と考 いる。 光 古 は、 ・ か 考 、 （ ）
の 。一 、 は、 と る の な 、

中 か 、 る。 の
中 る。 の 、 は、 の 、

大 の 、 い は の との
は、 、 は きな なる。 か 、 の る中 、 古

の は、 出 る る。 
2 中 と の

は、 ・ 6 ・ ・ ・ ・ ・ ・
古 、 出 る。 の は、 （ ）・

（ ・ 6 ・ ）・ （ 6 ）・ （
1 ）・ （ ）・ （ ・ ） いる。

の出 は、 古 4 、 ・ 1 ・ ・ ・
・ 4 ・ 10 ・ 6 の の る。 は、

・ ・ 1 ・ス 古 な る。 大 は、
、 大 の 、 1 大 、 1 ・ 1

、 1 、 2 の ・ の な
る。 は、 古の のは、 1 、 出 る。

は、 1 、 1 ・ 鈴 きる。 大 は、 、
、 中 の 、 の 1

大 、 1 、 1 、 2 の な
の と る。 大 は、 （ ）・ 1 （ ）・

1 （ ）・ 2 （ ・ ）・ 1 ・1 （ ）な る。 、
大 と か 、ヤ の のと、 の ⽂ ・ 大
る。 は、 か 出 、 と る と る と きる。 

・ 出 、 、
、 4 、 、 太  

4

の 、 と る の る。 者は、
と 、 と る の 、 な 。 は、 ・ ・

・ と の の 、 の の古 と考 る。
の は、 中 と の 、 生
のと い。 の は 、ヤ と るいは の

る のと理 い。 
 は、 は の 4 、大 2 、 、

、 1 、古 1 の 21 きる。 は、 の の 6
、 の の 6 中 中 と る。 は、 6

中 の 神 古 、6 古 ・ 古 ・
古 る。 、 川 の 1 6 な る。 は

60 80 の 、 の 60 と 2 0 の
な 生 いる。 、 8 るの 、 は 22 と

な とな いる。 は、 の大 る一 とい
のと る。 、 の の な る

る。 、 の と の 一 る のと考 、
と な となる。一 、 の 6 つい は、

る 、大 1 大 2 の の きる。い
、 る 古 神 古 古 古 、

古 の る。 、 の生
1 の る。 中 い は、6 なると 古

る一 、 中 と の 中 と 、 一 、
る。 

 、 る の と考 大 なか 。 の の
なる のと い。 の 、 2 ・ス 古 ・

・ 16 、 と 一の は、
（ イ ） と い 、 者との い いる。

、 と の の いる。 、 は
と る る 、 の と る のはな

い。 は、 ・ 郎 ・ 木・ ・ 古 な
の るの 、 ・ ・ ・ ・ ・大古 古

は と る の 、 の は る る。 か 、
者の る 、一 の い。 の は、 ・

、 、 な る の い。 は、
いる の 、 の る。 は、 は ・ ・

・ 出 る 、 中 は る の る。 中
の は、 か と 、古 の か 出 者と

ない。 の は、 る 、 考 な はな ない。
は、 の の 、 中 つ 、 な
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る。 な 、 の と る。 、 出 る とか 、
と な い。 

い は、 な の 、2 と
中 と る と考 る。 、 は る な 大 、

の 、 の
る。 

   は、 の の 、 の は大 となる。 、
は 、 の中 ・ 光 古 は、 な

る。 2 2 、大古 1 ・ 、 2 ・ 古 、大
4 な 20 4 大 の と 、 は、
る スの と考 る。い 、 は か ない。 、 古

は、 の 出 な 出 、
な 者と考 いる。 光 古 は、 ・ か 考 、 （ ）
の 。一 、 は、 と る の な 、

中 か 、 る。 の
中 る。 の 、 は、 の 、

大 の 、 い は の との
は、 、 は きな なる。 か 、 の る中 、 古

の は、 出 る る。 
2 中 と の

は、 ・ 6 ・ ・ ・ ・ ・ ・
古 、 出 る。 の は、 （ ）・

（ ・ 6 ・ ）・ （ 6 ）・ （
1 ）・ （ ）・ （ ・ ） いる。

の出 は、 古 4 、 ・ 1 ・ ・ ・
・ 4 ・ 10 ・ 6 の の る。 は、

・ ・ 1 ・ス 古 な る。 大 は、
、 大 の 、 1 大 、 1 ・ 1

、 1 、 2 の ・ の な
る。 は、 古の のは、 1 、 出 る。

は、 1 、 1 ・ 鈴 きる。 大 は、 、
、 中 の 、 の 1

大 、 1 、 1 、 2 の な
の と る。 大 は、 （ ）・ 1 （ ）・

1 （ ）・ 2 （ ・ ）・ 1 ・1 （ ）な る。 、
大 と か 、ヤ の のと、 の ⽂ ・ 大
る。 は、 か 出 、 と る と る と きる。 

・ 出 、 、
、 4 、 、 太  

4

の 、 と る の る。 者は、
と 、 と る の 、 な 。 は、 ・ ・

・ と の の 、 の の古 と考 る。
の は、 中 と の 、 生
のと い。 の は 、ヤ と るいは の

る のと理 い。 
 は、 は の 4 、大 2 、 、

、 1 、古 1 の 21 きる。 は、 の の 6
、 の の 6 中 中 と る。 は、 6

中 の 神 古 、6 古 ・ 古 ・
古 る。 、 川 の 1 6 な る。 は

60 80 の 、 の 60 と 2 0 の
な 生 いる。 、 8 るの 、 は 22 と

な とな いる。 は、 の大 る一 とい
のと る。 、 の の な る

る。 、 の と の 一 る のと考 、
と な となる。一 、 の 6 つい は、

る 、大 1 大 2 の の きる。い
、 る 古 神 古 古 古 、

古 の る。 、 の生
1 の る。 中 い は、6 なると 古

る一 、 中 と の 中 と 、 一 、
る。 

 、 る の と考 大 なか 。 の の
なる のと い。 の 、 2 ・ス 古 ・

・ 16 、 と 一の は、
（ イ ） と い 、 者との い いる。

、 と の の いる。 、 は
と る る 、 の と る のはな

い。 は、 ・ 郎 ・ 木・ ・ 古 な
の るの 、 ・ ・ ・ ・ ・大古 古

は と る の 、 の は る る。 か 、
者の る 、一 の い。 の は、 ・

、 、 な る の い。 は、
いる の 、 の る。 は、 は ・ ・

・ 出 る 、 中 は る の る。 中
の は、 か と 、古 の か 出 者と

ない。 の は、 る 、 考 な はな ない。
は、 の の 、 中 つ 、 な
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か 、 の と と る。 神 ・ 大 の は
る 、 生 と な の な る

と る。 は 古 の か 、 い 、 の
るの はなか か。 の い、 る

と 、 の の る と ると る。 な な
は神 川 大き ると る。 か 、神

は、 1 る 出 、8 は
の と の る。 、 の は 8 か

、神 の な の は 神 の と の は のと る。 
2 の

は、 2011 2012 な の は と
る。 一の 古 の 201 、 いる。
の な のは、 のと る。 

は、 川 2 は、 中 と考 、 と
る の 、 ⽂ 、 の か

の と る と きる と る。 の ⽂ ・
、生 の ⽂ カ 、

、 な 出 、 の との き、 ・
の の きる 。 は、 ・ の の の

の る。 ⽂ ・ ・ な 、 の
る な 、 な の か か の の

は いない 。 と る。 
は、 古 の と 古 出 の の のと考

る。 は、古 中 の と る ・
、 中 いる。 の ⽂ は 出 る 。

は大 と る。 の は の
い 、 の る と なか と考 いる。 、中

の の と の 、
、 か の の 考 。 か の の の

は中 、中 の る とと る。
は の つ 、 の 古 の る は の
な 大 は と る と い と考 る。 古

は 古 中 の との い な
と理 きる。 古 な の との

い とは、 の の る と る
と考 いる。 

・ 一 （201 ） 『 古 』  
・ （1 ） 『 』  

6

・6 大 、 光古 2 、 6
、 中  

・ （ ・ ）、 （ ） 

、 の の
1 の

古 中 は、 な 大 イ 光
る。 の は な の 、 る ー

いる。 
は、 る 、古 中 の古
の と一 る。 、 る る の

る と の る。 の は と 、 中
る の 、 の と る。 は、 中 、
・ な の 出 る。 の は、6 い

の 大 いる。 の の生 は、 る のの、
、 ・ な な の か のと る。

、 の の 、ヤ の の る のと
考 る。一 、 と のは、神 大 、『 』
の る の 、古 い 、生 の

と る。 の 、神 ・神 ・大 大 、
の出 、8 は の中 な の な ると

る。 か 、 の の は、 る と 、
の 6 中 と ると考 る。 る の は、 の

生 と な 、 の な な 、 る る。 
古 の 川 いは中 、 は い
。4 る の は、 古 （61 ） 、

の と る の る。 い 古 は 、 の
の る。 の の の は、 ・ 、

る。 い は、 川 の ・神 ・ 、 古
の い と る。 い の 。

は、 る の ・ 、生 、 の る。
ル は、光 、 112 、 る 1 。
6 は、 の の中 、 （大 ）、 の

・大 る とか 、 の つ の中 の と の ると
考 る。 （大 ） は、 4 ・ 2 出 る 1 。

は、 0 6 0 8 、 1 は 2 （ 6 ） （18 8 ）、 2 は 2 （ 0
） （18 ）とな 、 大きい。 2 は、 となる。6 中 と考

いる。 るのは、 と る 、 、古
の 大 と 、 いる る。

40

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群　特別研究事業
第２回国際検討会「古代東アジアにおける地域間交流と信仰・祭祀」



か 、 の と と る。 神 ・ 大 の は
る 、 生 と な の な る

と る。 は 古 の か 、 い 、 の
るの はなか か。 の い、 る

と 、 の の る と ると る。 な な
は神 川 大き ると る。 か 、神

は、 1 る 出 、8 は
の と の る。 、 の は 8 か

、神 の な の は 神 の と の は のと る。 
2 の

は、 2011 2012 な の は と
る。 一の 古 の 201 、 いる。
の な のは、 のと る。 

は、 川 2 は、 中 と考 、 と
る の 、 ⽂ 、 の か

の と る と きる と る。 の ⽂ ・
、生 の ⽂ カ 、

、 な 出 、 の との き、 ・
の の きる 。 は、 ・ の の の

の る。 ⽂ ・ ・ な 、 の
る な 、 な の か か の の
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古代日本における祭祀の実態と神観 
−日本列島の自然環境と東アジアとの関係から− 

國學院大学 笹生 衛 
はじめに 
◎神道考古学の提唱者、大場磐雄の古代祭祀像 
「すなわち当代人は一定の場所に斎庭を選定し樹枝（榊のごとき）に石製の剣・玉・鏡を吊し、
これを神籬(ひもろぎ)として神霊を招き、その前に多数の土師器や小土器を掘り据え置き並べ、
それらの中には御酒御饌を盛り、厳かな祭祀を執行した。終了後祭器具は付近に一括埋納して、
汚穢に触れぬ措置をとった。第二回も第三回も、同一箇所で執行せられた。そして同じ場所に埋
納された。その都度新しい祭器が作られたから、幾回か繰返された時は、多量の祭器が埋納され
た」（『祭祀遺蹟』第 1 部 祭祀遺蹟の研究 考古学上より観た上代の祭祀」）。 
・石製、土製模造品を中心とする祭具の構成。神籬（榊などの樹枝）に慿来する神観。 

→大場の見解は、現在も古代祭祀を考える上で大きな影響を与えている。そう考えてよいか。 
※最近の調査・研究成果にもとづき祭祀遺跡の実態を復元し、そこにおける神観と環境との関係

について、東アジア的を視野に入れた「祭祀考古学」の観点から考えてみたい。 
1.祭祀遺跡の意味・性格 
・A.D.４世紀後半から５世紀、日本列島の各地域（東北地方から九州）で、共通する儀礼用の遺

物が出土する祭祀遺跡が明らかとなる。 
・共通した遺物→カミ（神）への捧げ物＝儀礼用の銅鏡、勾玉など玉類、鉄製の武器、農・工具、

機織り具、滑石製の鏡・勾玉・剣の模造品。 
・神へ酒食を供える土器＝須恵器の甕や杯、土師器の杯や小型土器など。これらが、特定の場所

にまとめられたり、水路・流路などへ投入されたりして祭祀遺跡は確認される。 
→祭祀の最終段階ではあるが、祭祀の実態を示すとは限らない。 

◎宗像、沖ノ島 17・18 号遺跡(4 世紀後半、福岡県)→17 号遺跡では、鉄刀・石製腕輪・銅鏡が、
巨岩の隙間に差し込まれ、重ねられたような形で出土。＝祭祀で捧げたままの形ではなく、祭
祀の後にまとめられ納められた状態と考えるほうが理解しやすい。 

◎小滝涼源寺遺跡 (4 世紀後半〜5 世紀前半、千葉県)→太平洋に突き出した房総半島の先端で行
なわれた祭祀の痕跡。前方の海域はヤマトから東北への重要な海路である。 

◎金井下新田遺跡（6 世紀初頭、群馬県）→火砕流に埋没、当時の実態を保存した祭祀遺跡。 
２.古墳時代祭祀の実態 
◎千束台遺跡（5 世紀中頃、千葉県）→祭祀関係の遺物は、古墳の墳丘に覆われていた。多くの鉄

製品（武器、農具、工具など）と鉄鋌が、古代の祭祀遺跡では神へ捧げられていたことが判明。 
◎山の花遺跡（5 世紀後半、静岡県）→古代の祭祀の場では多くの木製品が使用されていた。 

武器、紡織具、楽器（琴など）、臼・杵など調理具、木製模造品など。 
◎祭祀の場に建つ高床倉→５・６世紀代の複数の祭祀遺跡〔⻑須賀条⾥制遺跡（5 世紀、千葉県）、

山の花遺跡、南郷大東遺跡（5 世紀、奈良県）、石田遺跡（5 世紀、島根県）前田遺跡（6 世紀、
島根県）〕からは、高床倉の建築部材（扉、梯子など）が出土。→古墳時代の祭祀の場には、高
床倉が建っていたと考えられる。 
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大きな理由の一つ。 
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韓半島における⺠間信仰の歴史的展開と対外交流 
 

韓国・中央⼤学校 宋華燮 
 

Ⅰ. 序論 
韓国の⺠間信仰は個⼈信仰と共同体信仰に分けられる。共同体信仰は村落共同体と地域共同体

の⼆つの領域がある。共同体の祭祀⽅式として村落共同体は洞祭形態であり、地域共同体は城隍
祭の形態である。韓国の村落は⼭村、農村、漁村のそれぞれで洞祭の主神と祭祀⽅式が異なる。
⼭村は⼭神崇拝、農村は天⿓崇拝、漁村は航海の守護神と⿓王崇拝である。漁村の洞祭は「堂祭」
と呼ばれるが、堂祭を村の住⺠と巫師が共同で主管する場所が多い。堂祭は村⺠が主導する「村
落クッ(訳注：祭儀)」で巫師が参加する⽅式であって、「巫俗クッ」ではない。村落クッと巫俗
クッは違うものである。村落クッは村落の平安と豊穣が⽬的であり、巫俗クッは病気治癒、供養、
祈願成就が⽬的である。  

本稿は韓半島南⻄海岸茁浦湾と辺⼭半島において伝承されている海洋信仰を重点的に考察する
ものである。海洋信仰とは航海守護神と⿓王が主な対象である。航海守護神は航海の安全を司る
海神だとすれば、⿓王は海の豊漁を司る海神である。茁浦湾と辺⼭半島は様々な海洋信仰の歴史
的展開を考察できるところである。特に、辺⼭半島の⽵幕洞は百済時代5〜6世紀頃の海洋祭祀遺
跡と遺物が出⼟した漁村である。⽵幕洞海洋祭祀遺跡では⽇本の沖ノ島系統の⽯製模造品と中国
の⻘磁が出⼟しており、百済時代の対外交流と海洋信仰の関連性を調べるうえで重要な海洋⽂化
の現場である。  

筆者は茁浦湾と辺⼭半島⼀帯の海洋信仰の歴史的展開を通じて、島嶼・海岸地域における⺠間
信仰がどのように伝承されているかを考察してみたい。 

 
Ⅱ. 韓半島南⻄海岸茁浦湾と辺⼭半島における海洋信仰 
 
  1. 茁浦湾の海洋信仰 
 
茁浦湾は海⽔が陸地に沿って深く⼊り込んだ地形で形成されている。茁浦湾の海岸は潮が満ち

てくると⽔深が⼈の背の⾼さほどにもなり、潮が引くと塩⽥と⼲潟が現れる地形である (潮進則
⽔深⼀丈潮退則鹽場與沙場處)。茁浦湾には⾼敞郡の海⾥⾯、⼼元⾯、富安⾯、興徳⾯と 扶安郡
の保安⾯、鎮⻄⾯、辺⼭⾯の⾏政区域が隣接している。茁浦湾の⼊り江には⾼敞郡の細⼗浦、今
勿礜浦、古⽥浦、景浦、仇時浦、黔堂浦、禅雲浦、沙津浦、茁浦と冬湖港などがあり、扶安郡に
は済安浦、柳浦、南浦、黔⽑浦、王浦、⽯浦と⼸港、茅港などがある。茁浦湾に港や⼊り江が多
い事実は海上交通と漁撈活動が活発であったことを物語っている。 

扶安郡の⼊り江である済安浦、柳浦、黔⽑浦に注⽬してみたい。『新増東国輿地勝覧』扶安県
柳浦は県の南⽅50⾥に位置し、黔⽑浦は県の南⽅51⾥に位置すると記録されている。『⽂献備考』
に済安浦は県の南⽅50⾥にあり、興徳沙津浦の下流に位置し、その下に黔⽑浦があるとしている。
また、済安浦は⾼麗初期の港の名称である。扶安県南⽅50⾥に柳浦と済安浦があった。そうであ
るならば柳浦と済安浦は同じ⼊り江であるが、時代の違いで名称が異なるものと考えられる。柳
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韓半島にお る⺠間信仰の 史的展開と対外交流 

韓国 中 ⼤  宋  

. 論
韓国の⺠間信仰は ⼈信仰と共 信仰に られる。共 信仰は 共 と地域共

の つの 域がある。共 の祭祀 として 共 は洞祭形 であり、地域共 は城
祭の形 である。韓国の は⼭ 、 、 のそれ れで洞祭の主神と祭祀 が なる。
⼭ は⼭神 、 は 、 は航海の守護神と 王 である。 の洞祭は「堂祭」
と ばれるが、堂祭を の住⺠と 師が共 で主 する場所が多い。堂祭は ⺠が主導する「

( 祭 )」で 師が する であって、「 俗 」ではない。 と 俗
は うものである。 は の 安と が 的であり、 俗 は 、 、

祈願成 が 的である。  
本 は韓半島南 海岸茁浦湾と辺⼭半島において伝承されている海洋信仰を 点的に考察する

ものである。海洋信仰とは航海守護神と 王が主な対 である。航海守護神は航海の安全を る
海神 とすれば、 王は海の を る海神である。茁浦湾と辺⼭半島は な海洋信仰の 史
的展開を考察できるとこ である。特に、辺⼭半島の⽵幕洞は百済時代5 6世紀頃の海洋祭祀遺
跡と遺物が出⼟した である。⽵幕洞海洋祭祀遺跡では⽇本の沖ノ島系統の⽯製模造品と中国
の⻘磁が出⼟しており、百済時代の対外交流と海洋信仰の関連性を るうえで な海洋⽂化
の 場である。  

は茁浦湾と辺⼭半島⼀帯の海洋信仰の 史的展開を通 て、島 海岸地域にお る⺠間
信仰が のように伝承されているかを考察してみたい。 

. 韓半島南 海岸茁浦湾と辺⼭半島にお る海洋信仰

1. 茁浦湾の海洋信仰

茁浦湾は海⽔が 地に って り ん 地形で形成されている。茁浦湾の海岸は潮が
て ると⽔ が⼈の の⾼さ にもなり、潮が と と が れる地形である (潮
⽔ ⼀ 潮 場 場 )。茁浦湾には⾼ 郡の海 、 、 安 、 徳 と 扶安郡
の保安 、 、辺⼭ の⾏政区域が している。茁浦湾の り には⾼ 郡の ⼗浦、

浦、古 浦、景浦、 時浦、 堂浦、禅雲浦、 津浦、茁浦と 港な があり、扶安郡に
は済安浦、 浦、南浦、 浦、王浦、⽯浦と 港、 港な がある。茁浦湾に港や り が多
い事実は海上交通と 活 が活発であったことを物語っている。 

扶安郡の り である済安浦、 浦、 浦に してみたい。『新 東国 地 』扶安県
浦は県の南 50 に位置し、 浦は県の南 51 に位置すると記 されている。『⽂献 考』

に済安浦は県の南 50 にあり、 徳 津浦の 流に位置し、その に 浦があるとしている。
また、済安浦は⾼麗初期の港の である。扶安県南 50 に 浦と済安浦があった。そうであ
るならば 浦と済安浦は り であるが、時代の いで が なるものと考えられる。
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⼩さな仏教国家である。⽵島の⽯⾈ は来蘇寺⽯浦 の⽯⾈ と ⼀系統であり、中国⾈⼭
群島普陀洛迦⼭から 航路を って茁浦湾に来たものである。⽵島の⽯⾈ が語っているよ
うに、⾼ 禅雲寺の ⼭ には 図3、観世⾳菩薩図、 図の が かれている。
この は禅雲寺が航海の安全を祈るとこ であり、 堂浦と禅雲浦が中間寄港地の機能をはた
していたことを している。 徳県 津浦は 港地として な り であった。『新 東国
地 』に 津浦は海洋 ⼈らの が するのに な り であるとしている。 津浦は

事 によって に変 ったが、古地図には 港地として⼤変 な地形であることをみせ
て れる。 

2. 辺⼭半島の海洋信仰

半島は三 を海に まれており、 地が海に向かって 出した地形のことをいう。韓半島が東
地中海的地形であるとすれば、辺⼭半島は辺⼭の 地が海に 出した地形である。湾とは海が
地の に り み湾 した、寄港と 港に した地形であり、半島は 地が海に 出して出港

しやすい地形である。茁浦湾と辺⼭半島は海岸 につながっており、寄港と出港に した地形と
なっている。茁浦湾外 には出航祭祀を⾏う 神堂と⽔聖堂が に位置している。 神堂は⾼

郡海 の海 いに位置し、⽔聖堂は扶安郡辺⼭ 格浦 ⽵幕洞に位置する。ふたつの
海神堂には 神が祀られている。 神堂と⽔聖堂は航海する際に寄港して航海の安全を祈った
後に出港しやすい海神堂である。 

辺⼭半島は海路を するのに しており、 から海⾨の機能を たした。海⾨とは海の関⾨
を するが、辺⼭半島の格浦と蝟島の間の海域に形成されていた4。格浦と蝟島には朝鮮時代
に⽔ が主導する が設置されていた。 海岸の 岸航路を航海するす ての はこの海⾨
を通 しな ればならない。格浦 と蝟島 は辺⼭半島が海上交通の 地であることを語って
いる。このような事実が⽰すように格浦と蝟島の間には臨⽔島と印塘⽔が位置する。印塘⽔海域
で1993年に⼤きな海 事 が発 した。また、臨⽔島の印塘⽔は古 ⼩ 「沈清伝」で沈清を海の

王に⼈⾝ として た場所である5。扶安郡⾏政 の は が しいときは印塘⽔で
三 を したと証 している。辺⼭半島の海⾨はそれ 航海が しい事実を している。 

これを⽴証するように格浦と蝟島には航海信仰が発 した。格浦⽵幕洞には⽔聖堂が位置し、
蝟島⼤ には願堂が位置する。⽵幕洞には海岸の 出した地形の の上に⽔聖堂が位置してい
る。そこで百済時代の海洋祭祀遺跡が発 されており、⽔聖堂の には ⼤な海 洞窟が位置し
ている。⽵幕洞は「⽵が をなした 」という であり、⽔聖堂は「開洋ハルモニ ば
あさん 」という⼈格化した神像を祀った海神堂の である。⽔聖堂には開洋ハルモニ図、
王図、⼭神図、 図、五 神 図の5 の堂神図が奉献されている。開洋ハルモニ図は「⽩⾐を
着て った姿でも が⾼い⼤きな開洋ハルモニ」が8⼈の を き連れている堂神図である。⽔

                                        
3 図には宋 時代に の中国⼈海洋 ⼈らが航海 中に によって が し、⽩⾐観⾳菩薩に

を 実に祈る が された で かれている。 
4 『朝鮮王朝実 』 15年8  
  「 ⾒全羅道観察使 有 以 格浦 海⾨之 都之 」 
5 宋 「『 清 』印塘⽔の 史⺠俗 的考察」『 史⺠俗 』第25 、韓国 史⺠俗 、200   

‐ ‐ 

浦は扶安郡保安 ⼀帯にあったものと れる。 ⼀帯は⾼麗⻘磁の 跡が集中
している。 

⾼麗は全国13 所に ( ⽔ ⽤ 物保 )を設置したが、安 が保安県
に位置していた。 浦は に位置する港で、⾼麗中期以後の地 と済安浦は⾼麗中期以

前の り の である。この事実として⾼麗初期に唐の である ⼭⾨の開 である
真⼤師兢譲 8 8 956)が924年 に後百済の港である喜安県済安浦に帰国している。喜安県は
保安県より前の⾏政区域の であり、統⼀新羅時代の地 である。後百済時代の済安浦は国際
的な港であり、 浦には を建造して⽔ が する があった。 

浦から いとこ に⽯浦 が位置し、⽯浦 には来蘇寺がある。来蘇寺は⾼麗時代蘇来寺
と ばれており、⼩蘇来寺と⼤蘇来寺があった。来蘇寺は観⾳ のふもとに位置し、⼤ の
仏後 の に⽩⾐観⾳菩薩の が かれており、⼤ の の ⻘( 建 物に⽂

や を いたもの)に関連する観⾳ が伝えられる観⾳道場である。⽯浦 には ⽯⾈
が伝えられるが、⽯⾈には仏教の 物(経 、仏像、羅漢像な ) または観⾳像が せられて

おり、⽯⾈が り に 着すると来蘇寺の 陀 が り で⽯⾈を えるといった が
伝承されている1。 

⽯⾈の出発地は中国⾈⼭群島普陀洛迦⼭である。普陀洛迦⼭には⽯⾈が「 洋 」の記 物と
して保護されている。⽯浦 は「⽯⾈が って る り 」という地 から しており、 蘇
来寺の寺 の も「蘇から来た寺」に 来する。 中国の「蘇」地域は 流域の南京を中
とする 蘇 ⼀帯を す。したがって、茁浦湾の来蘇寺は中国 と杭州湾の海洋信仰が 来し
てきたものと考えられる。杭州湾の出港地は明州(寧 )⼀帯で、航海の出発地は⾈⼭群島普陀⼭
⼀帯である。百済と南朝国家の⽂物交流 において、観⾳信仰と航海守護神が伝来したものと
みられる。茁浦湾には⾼麗時代に中間寄港地の港が 在しており、航海の安全を祈る場所として
寺 が建てられていた。 

⾼ 地域の港 り のう で 堂浦、 津浦と⽵島、 港に してみたい。 
堂浦は⾼ 郡 に位置する。 には 堂浦がある。 は 禅師が禅雲

⼭の た を連れてきて を る を教え、 年 には で禅雲寺に を奉献した
という伝 が伝えられる である。 禅師は禅雲寺の 建 として られているが、いつの時
代の かは明らかでない。禅雲寺の⼭神 には 禅師と 雲和 が⼭神図に登場している。寺
の⼭神図に禅師と和 が⼀ に登場する事 は とん みることがない。禅師と和 は禅 の

として ⼭の ⾏を た禅 の である。 禅師は「 が みがかった禅 」という
が、中国の唐に 陀として られた が真鑑国師 4 850)である2。 は830

年に中国⼭東 州において 保 団に して帰国したが、茁浦湾の 堂浦に 着して禅雲
寺に⼀時住ん ものと考えられる。この時期に で を て したとみられる。 

茁浦湾には⽵島がある。⽵島は外⽵島(⼤⽵島)と ⽵島がある。⽵島には⽯⾈ が伝えられ
ている。⽵島に ⽯⾈を える が 雲和 である。 雲和 は⼤ 寺の 建 として
られている。⽵島の⽯⾈ は 国王が仏教の経 と仏像を に せて ⾳をあ ながら⽵島
に 着するという寺 建 である。 国は 域に位置する )という
                                        
1 宋 「韓半島 南海岸にお る⽯⾈ の 史的考察」『東 古代 』第25集、東 古代 、2011 
2 宋 「⾼ 禅雲寺 禅師の⽂化史的考察」『全北史 』第54 、全北史 、2018 
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⼩さな仏教国家である。⽵島の⽯⾈ は来蘇寺⽯浦 の⽯⾈ と ⼀系統であり、中国⾈⼭
群島普陀洛迦⼭から 航路を って茁浦湾に来たものである。⽵島の⽯⾈ が語っているよ
うに、⾼ 禅雲寺の ⼭ には 図3、観世⾳菩薩図、 図の が かれている。
この は禅雲寺が航海の安全を祈るとこ であり、 堂浦と禅雲浦が中間寄港地の機能をはた
していたことを している。 徳県 津浦は 港地として な り であった。『新 東国
地 』に 津浦は海洋 ⼈らの が するのに な り であるとしている。 津浦は

事 によって に変 ったが、古地図には 港地として⼤変 な地形であることをみせ
て れる。 

2. 辺⼭半島の海洋信仰

半島は三 を海に まれており、 地が海に向かって 出した地形のことをいう。韓半島が東
地中海的地形であるとすれば、辺⼭半島は辺⼭の 地が海に 出した地形である。湾とは海が
地の に り み湾 した、寄港と 港に した地形であり、半島は 地が海に 出して出港

しやすい地形である。茁浦湾と辺⼭半島は海岸 につながっており、寄港と出港に した地形と
なっている。茁浦湾外 には出航祭祀を⾏う 神堂と⽔聖堂が に位置している。 神堂は⾼

郡海 の海 いに位置し、⽔聖堂は扶安郡辺⼭ 格浦 ⽵幕洞に位置する。ふたつの
海神堂には 神が祀られている。 神堂と⽔聖堂は航海する際に寄港して航海の安全を祈った
後に出港しやすい海神堂である。 

辺⼭半島は海路を するのに しており、 から海⾨の機能を たした。海⾨とは海の関⾨
を するが、辺⼭半島の格浦と蝟島の間の海域に形成されていた4。格浦と蝟島には朝鮮時代
に⽔ が主導する が設置されていた。 海岸の 岸航路を航海するす ての はこの海⾨
を通 しな ればならない。格浦 と蝟島 は辺⼭半島が海上交通の 地であることを語って
いる。このような事実が⽰すように格浦と蝟島の間には臨⽔島と印塘⽔が位置する。印塘⽔海域
で1993年に⼤きな海 事 が発 した。また、臨⽔島の印塘⽔は古 ⼩ 「沈清伝」で沈清を海の

王に⼈⾝ として た場所である5。扶安郡⾏政 の は が しいときは印塘⽔で
三 を したと証 している。辺⼭半島の海⾨はそれ 航海が しい事実を している。 

これを⽴証するように格浦と蝟島には航海信仰が発 した。格浦⽵幕洞には⽔聖堂が位置し、
蝟島⼤ には願堂が位置する。⽵幕洞には海岸の 出した地形の の上に⽔聖堂が位置してい
る。そこで百済時代の海洋祭祀遺跡が発 されており、⽔聖堂の には ⼤な海 洞窟が位置し
ている。⽵幕洞は「⽵が をなした 」という であり、⽔聖堂は「開洋ハルモニ ば
あさん 」という⼈格化した神像を祀った海神堂の である。⽔聖堂には開洋ハルモニ図、
王図、⼭神図、 図、五 神 図の5 の堂神図が奉献されている。開洋ハルモニ図は「⽩⾐を
着て った姿でも が⾼い⼤きな開洋ハルモニ」が8⼈の を き連れている堂神図である。⽔

                                        
3 図には宋 時代に の中国⼈海洋 ⼈らが航海 中に によって が し、⽩⾐観⾳菩薩に

を 実に祈る が された で かれている。 
4 『朝鮮王朝実 』 15年8  
  「 ⾒全羅道観察使 有 以 格浦 海⾨之 都之 」 
5 宋 「『 清 』印塘⽔の 史⺠俗 的考察」『 史⺠俗 』第25 、韓国 史⺠俗 、200   
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浦は扶安郡保安 ⼀帯にあったものと れる。 ⼀帯は⾼麗⻘磁の 跡が集中
している。 

⾼麗は全国13 所に ( ⽔ ⽤ 物保 )を設置したが、安 が保安県
に位置していた。 浦は に位置する港で、⾼麗中期以後の地 と済安浦は⾼麗中期以

前の り の である。この事実として⾼麗初期に唐の である ⼭⾨の開 である
真⼤師兢譲 8 8 956)が924年 に後百済の港である喜安県済安浦に帰国している。喜安県は
保安県より前の⾏政区域の であり、統⼀新羅時代の地 である。後百済時代の済安浦は国際
的な港であり、 浦には を建造して⽔ が する があった。 

浦から いとこ に⽯浦 が位置し、⽯浦 には来蘇寺がある。来蘇寺は⾼麗時代蘇来寺
と ばれており、⼩蘇来寺と⼤蘇来寺があった。来蘇寺は観⾳ のふもとに位置し、⼤ の
仏後 の に⽩⾐観⾳菩薩の が かれており、⼤ の の ⻘( 建 物に⽂

や を いたもの)に関連する観⾳ が伝えられる観⾳道場である。⽯浦 には ⽯⾈
が伝えられるが、⽯⾈には仏教の 物(経 、仏像、羅漢像な ) または観⾳像が せられて

おり、⽯⾈が り に 着すると来蘇寺の 陀 が り で⽯⾈を えるといった が
伝承されている1。 

⽯⾈の出発地は中国⾈⼭群島普陀洛迦⼭である。普陀洛迦⼭には⽯⾈が「 洋 」の記 物と
して保護されている。⽯浦 は「⽯⾈が って る り 」という地 から しており、 蘇
来寺の寺 の も「蘇から来た寺」に 来する。 中国の「蘇」地域は 流域の南京を中
とする 蘇 ⼀帯を す。したがって、茁浦湾の来蘇寺は中国 と杭州湾の海洋信仰が 来し
てきたものと考えられる。杭州湾の出港地は明州(寧 )⼀帯で、航海の出発地は⾈⼭群島普陀⼭
⼀帯である。百済と南朝国家の⽂物交流 において、観⾳信仰と航海守護神が伝来したものと
みられる。茁浦湾には⾼麗時代に中間寄港地の港が 在しており、航海の安全を祈る場所として
寺 が建てられていた。 

⾼ 地域の港 り のう で 堂浦、 津浦と⽵島、 港に してみたい。 
堂浦は⾼ 郡 に位置する。 には 堂浦がある。 は 禅師が禅雲

⼭の た を連れてきて を る を教え、 年 には で禅雲寺に を奉献した
という伝 が伝えられる である。 禅師は禅雲寺の 建 として られているが、いつの時
代の かは明らかでない。禅雲寺の⼭神 には 禅師と 雲和 が⼭神図に登場している。寺
の⼭神図に禅師と和 が⼀ に登場する事 は とん みることがない。禅師と和 は禅 の

として ⼭の ⾏を た禅 の である。 禅師は「 が みがかった禅 」という
が、中国の唐に 陀として られた が真鑑国師 4 850)である2。 は830

年に中国⼭東 州において 保 団に して帰国したが、茁浦湾の 堂浦に 着して禅雲
寺に⼀時住ん ものと考えられる。この時期に で を て したとみられる。 

茁浦湾には⽵島がある。⽵島は外⽵島(⼤⽵島)と ⽵島がある。⽵島には⽯⾈ が伝えられ
ている。⽵島に ⽯⾈を える が 雲和 である。 雲和 は⼤ 寺の 建 として
られている。⽵島の⽯⾈ は 国王が仏教の経 と仏像を に せて ⾳をあ ながら⽵島
に 着するという寺 建 である。 国は 域に位置する )という
                                        
1 宋 「韓半島 南海岸にお る⽯⾈ の 史的考察」『東 古代 』第25集、東 古代 、2011 
2 宋 「⾼ 禅雲寺 禅師の⽂化史的考察」『全北史 』第54 、全北史 、2018 
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の外交的関 を 化した。このように百済の国家的安定期は東城王(4 9 501)と武寧王(501 523)
の時期であり、この時期に対外交流を したのである。百済は倭と中国に使 を り、使⾂
と交易 は辺⼭半島⽵幕洞に寄港して航海安全の祭祀を⾏って蝟島から出港したものと れる。
『⽇本 紀』には百済東城王、武寧王に関する記 があり、百済と倭が⽂物交流をしていた記
が登場する。武寧王は513年に漢 に でた五経 を倭に して、3年後に⾼安 を

した8。それ以降、聖王の代に五経 (易 、 、 、 )と な を
しており、 徳王の代にも 、 ⽂地理、 、 の と を る9な の新⽂物を
倭に伝 させた。  

百済は中国の南朝国家 国と外交的関 を維持してきた10。百済は東 から仏教を れ、
武寧王は梁と⽂物交流を活発に展開した。百済は梁の武 (502 549)の在位期間に な外交関

を展開させたが、この時期が百済の東城王と武寧王の在位期間である。このような事実は武寧
王 の と 遺物が物語っている。このように百済東城王と武寧王は倭と中国南朝と多
な⽂物交流を展開した。百済武寧王が主導して中国の梁と⽇本の 王朝との外交的

の関 を する であった。⽵幕洞祭祀遺跡から出⼟した⽯製模造品は6世紀初めに百済
と倭の⽂物交流が国家 で活発に展開されていたことを している。 

⽵幕洞の⽯製模造品は⽇本沖ノ島祭祀遺跡から発⾒された⽯製祭祀⽤品と⼤変 ている。
このような⽯製模造品は韓半島南海岸の 島、 、⾼ 、 城⽩ 、新安
海島、羅州 洞遺跡からも有 、 持 、 形品な が⼩量出⼟しているが11、⽵幕洞祭
祀遺跡からは⼤量に出⼟している。韓半島南海岸⼀帯と⽵幕洞祭祀遺跡の⽯製模造品は⽇本の沖
ノ島祭祀⽤品系統と考えられる。⽵幕洞祭祀遺跡において6世紀中期以降は祭祀遺物が とん
みられない。この事実をみると百済聖王が ⼭城の いで したの 、百済が するまで⽵
幕洞祭祀遺跡は とん 使⽤されていないようである。 

百済 以降8 9世紀に⽵幕洞祭祀遺跡で沖ノ島系統の祭祀遺物の出⼟はみられないが、中国
との海上交流は持続的に維持された。特に⽵幕洞祭祀遺跡の統⼀新羅および⾼麗期の の出⼟は
中国系の祠 が建てられたことを物語っている。統⼀新羅が唐と⽂物交流を⾏う で祠 ⽂化
を し、⽵幕洞に⽔聖堂を建てて海神の神像を祀ったものとみられる。このような観点から開
洋ハルモニの 史は統⼀新羅時代まで ることができ、⾼麗時代、朝鮮時代にも⽔聖堂を改 し
たと考えられる。中国の祠 ⽂化は神を⼈格化して祠に神像を安置する である。 

2. 海浜洞窟と開洋ハルモニ

統⼀新羅時代の⽵幕洞に⽔聖堂が造られており、開洋ハルモニが海神として祀られていたもの
と れる。開洋ハルモニは「海を開 (開洋) ハルモニ(⽼婆)」の を持つ海神である。中国

⾈⼭群島では の出 期に開洋祭を⾏い、 の 期に 洋祭を⾏う12。中国⾈⼭群島普

                                        
8  五 『古代東 ⽂明交流史の  武 王 』 ル 、2005、 .228 
9 『⽇本 紀』巻第 ⼗ 、  古   
10 「百済⽂化と中国の南朝⽂化」『百済⽂化』第40集、 州⼤  百済⽂化 所、2009 
11⾼ 「古 時代の⽇朝交 にお る海の道」第1 国際 『古代東 の航海と 像 沖ノ島』、 .56 
12 宋 「扶安⽵幕洞⽔聖堂の開洋ハル 考察」『⺠俗 』第22 、国⽴⺠俗 物 、2008、 .96 
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聖堂は開洋ハルモニが8⼈の を き連れている祠であるとし、 祠と ばれもする。 
『宣和奉使⾼麗図経』に蝟島は苦苫苫と記 されており、北宋の国信使使⾂図に蝟島に寄港し

たという も っている。蝟島には⼤ 願堂、 願堂、 島 願堂があるが、⼤ 願堂に
してみたい。⼤ 願堂は堂祭 ( ル ⼭)に位置する。堂祭 は ⼭ 場と海⾨の海路を
できる場所である。⼤ では 年 の1、2⽇に堂祭を り⾏う。堂祭は 前に堂祭 の

願堂で願堂祭を⾏い、 後には⼤ の港で 王 を⾏う。堂祭は のな みの 師と ⺠が
で主 する。願堂祭は願堂の堂神への祭祀である。願堂には願堂 図、本堂 図、⼭

神図、 図、 ル 図、神 図、 ⼈図、 図が奉献されており、願堂
図が主神である。 願堂祭は願堂 おばさん の祭祀 が、願堂 は⽩⾐観⾳菩薩像
として されている。 

願堂祭は航海の守護神である⽩⾐観⾳菩薩に対する祭祀 といえる。 王 は 祭である。
王 は が り で「 王 ( すること)」を⾏った後、⼤ の

り で 師と住⺠が 王 を り⾏う。 王 が るこ に ⼈た は つの祭 6とす
ての 物を れ、五 で して、 ⾈( で った⾈)を に かせて に流す

がある。 ⼈た は「 ⾈流し」を と うが、 師の⽴場から と 祭の性格が
い。 の堂祭において 師は 中の海 事 によって を とした 師の を め する

を担う。そのため、 の堂祭は 師が して航海の安全と 、 祭が 的に 造
化した であるといえる。       

. 扶安⽵幕洞海洋祭祀遺跡と海洋信仰

1. 海洋祭祀遺跡と⽔聖堂

⽵幕洞海洋祭祀遺跡は海を 出した地形の の上にある⽔聖堂後 の な で発⾒さ
れた。出⼟遺物は3 4世紀頃の が出⼟したが、5 6世紀頃の海洋祭祀遺物が多量に出⼟し
た。⼟ は⾼ 、 、 、⼤ 、 な の⼟ と 、 、 、 な の 製
武 と 、 な の⾝ と⼟製 が出⼟した。そして8 9世紀の⼟ と 、⾼麗時代
の⻘磁 、 、 、朝鮮時代の⽩磁 、 な が出⼟している。出⼟遺物を⾒ると、⽵幕洞祭祀
遺跡では百済時代から朝鮮時代まで海洋祭祀が持続的に⾏ れたことが かる 。⽵幕洞で海洋
祭祀遺物が も集中的に出⼟した時期は5世紀中頃から6世紀中頃である。この時期は百済の東城
王、武寧王、聖王に る時期であり、百済が中国や⽇本との海上交流を も活発に展開した時で
あった。百済は熊津への遷都以降、扶 遷都への時期まで国家の 盛期に対外⽂物交流を活発に
展開した。百済の使⾂ は ⼭城から に って り、⽵幕洞で海洋祭祀を⾏って⽇本の北

州と中国の梁に向かって出航したものと考えられる。  
 ⽵幕洞祭祀遺物は5 6世紀頃、百済が中国や⽇本と⾏った対外交流を物語っている。百済は

⾼ 麗の南 政 によって漢城から 州に遷都した後、⾼ 麗の への対 として と倭

                                        
6 祭 は で る⼈形である。蝟島⼤ 王 の祭 は の を して製 する ⾏がある。この祭

は⼤ に住ん 師であり に出て帰って来なかった の が宿った祭 であるとみられる。 
 国⽴全州 物 『扶安 ⽵幕洞 祭祀遺跡』、1994 
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の外交的関 を 化した。このように百済の国家的安定期は東城王(4 9 501)と武寧王(501 523)
の時期であり、この時期に対外交流を したのである。百済は倭と中国に使 を り、使⾂
と交易 は辺⼭半島⽵幕洞に寄港して航海安全の祭祀を⾏って蝟島から出港したものと れる。
『⽇本 紀』には百済東城王、武寧王に関する記 があり、百済と倭が⽂物交流をしていた記
が登場する。武寧王は513年に漢 に でた五経 を倭に して、3年後に⾼安 を

した8。それ以降、聖王の代に五経 (易 、 、 、 )と な を
しており、 徳王の代にも 、 ⽂地理、 、 の と を る9な の新⽂物を
倭に伝 させた。  

百済は中国の南朝国家 国と外交的関 を維持してきた10。百済は東 から仏教を れ、
武寧王は梁と⽂物交流を活発に展開した。百済は梁の武 (502 549)の在位期間に な外交関

を展開させたが、この時期が百済の東城王と武寧王の在位期間である。このような事実は武寧
王 の と 遺物が物語っている。このように百済東城王と武寧王は倭と中国南朝と多
な⽂物交流を展開した。百済武寧王が主導して中国の梁と⽇本の 王朝との外交的

の関 を する であった。⽵幕洞祭祀遺跡から出⼟した⽯製模造品は6世紀初めに百済
と倭の⽂物交流が国家 で活発に展開されていたことを している。 

⽵幕洞の⽯製模造品は⽇本沖ノ島祭祀遺跡から発⾒された⽯製祭祀⽤品と⼤変 ている。
このような⽯製模造品は韓半島南海岸の 島、 、⾼ 、 城⽩ 、新安
海島、羅州 洞遺跡からも有 、 持 、 形品な が⼩量出⼟しているが11、⽵幕洞祭
祀遺跡からは⼤量に出⼟している。韓半島南海岸⼀帯と⽵幕洞祭祀遺跡の⽯製模造品は⽇本の沖
ノ島祭祀⽤品系統と考えられる。⽵幕洞祭祀遺跡において6世紀中期以降は祭祀遺物が とん
みられない。この事実をみると百済聖王が ⼭城の いで したの 、百済が するまで⽵
幕洞祭祀遺跡は とん 使⽤されていないようである。 

百済 以降8 9世紀に⽵幕洞祭祀遺跡で沖ノ島系統の祭祀遺物の出⼟はみられないが、中国
との海上交流は持続的に維持された。特に⽵幕洞祭祀遺跡の統⼀新羅および⾼麗期の の出⼟は
中国系の祠 が建てられたことを物語っている。統⼀新羅が唐と⽂物交流を⾏う で祠 ⽂化
を し、⽵幕洞に⽔聖堂を建てて海神の神像を祀ったものとみられる。このような観点から開
洋ハルモニの 史は統⼀新羅時代まで ることができ、⾼麗時代、朝鮮時代にも⽔聖堂を改 し
たと考えられる。中国の祠 ⽂化は神を⼈格化して祠に神像を安置する である。 

2. 海浜洞窟と開洋ハルモニ

統⼀新羅時代の⽵幕洞に⽔聖堂が造られており、開洋ハルモニが海神として祀られていたもの
と れる。開洋ハルモニは「海を開 (開洋) ハルモニ(⽼婆)」の を持つ海神である。中国

⾈⼭群島では の出 期に開洋祭を⾏い、 の 期に 洋祭を⾏う12。中国⾈⼭群島普

                                        
8  五 『古代東 ⽂明交流史の  武 王 』 ル 、2005、 .228 
9 『⽇本 紀』巻第 ⼗ 、  古   
10 「百済⽂化と中国の南朝⽂化」『百済⽂化』第40集、 州⼤  百済⽂化 所、2009 
11⾼ 「古 時代の⽇朝交 にお る海の道」第1 国際 『古代東 の航海と 像 沖ノ島』、 .56 
12 宋 「扶安⽵幕洞⽔聖堂の開洋ハル 考察」『⺠俗 』第22 、国⽴⺠俗 物 、2008、 .96 
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聖堂は開洋ハルモニが8⼈の を き連れている祠であるとし、 祠と ばれもする。 
『宣和奉使⾼麗図経』に蝟島は苦苫苫と記 されており、北宋の国信使使⾂図に蝟島に寄港し

たという も っている。蝟島には⼤ 願堂、 願堂、 島 願堂があるが、⼤ 願堂に
してみたい。⼤ 願堂は堂祭 ( ル ⼭)に位置する。堂祭 は ⼭ 場と海⾨の海路を
できる場所である。⼤ では 年 の1、2⽇に堂祭を り⾏う。堂祭は 前に堂祭 の

願堂で願堂祭を⾏い、 後には⼤ の港で 王 を⾏う。堂祭は のな みの 師と ⺠が
で主 する。願堂祭は願堂の堂神への祭祀である。願堂には願堂 図、本堂 図、⼭

神図、 図、 ル 図、神 図、 ⼈図、 図が奉献されており、願堂
図が主神である。 願堂祭は願堂 おばさん の祭祀 が、願堂 は⽩⾐観⾳菩薩像
として されている。 

願堂祭は航海の守護神である⽩⾐観⾳菩薩に対する祭祀 といえる。 王 は 祭である。
王 は が り で「 王 ( すること)」を⾏った後、⼤ の

り で 師と住⺠が 王 を り⾏う。 王 が るこ に ⼈た は つの祭 6とす
ての 物を れ、五 で して、 ⾈( で った⾈)を に かせて に流す

がある。 ⼈た は「 ⾈流し」を と うが、 師の⽴場から と 祭の性格が
い。 の堂祭において 師は 中の海 事 によって を とした 師の を め する

を担う。そのため、 の堂祭は 師が して航海の安全と 、 祭が 的に 造
化した であるといえる。       

. 扶安⽵幕洞海洋祭祀遺跡と海洋信仰

1. 海洋祭祀遺跡と⽔聖堂

⽵幕洞海洋祭祀遺跡は海を 出した地形の の上にある⽔聖堂後 の な で発⾒さ
れた。出⼟遺物は3 4世紀頃の が出⼟したが、5 6世紀頃の海洋祭祀遺物が多量に出⼟し
た。⼟ は⾼ 、 、 、⼤ 、 な の⼟ と 、 、 、 な の 製
武 と 、 な の⾝ と⼟製 が出⼟した。そして8 9世紀の⼟ と 、⾼麗時代
の⻘磁 、 、 、朝鮮時代の⽩磁 、 な が出⼟している。出⼟遺物を⾒ると、⽵幕洞祭祀
遺跡では百済時代から朝鮮時代まで海洋祭祀が持続的に⾏ れたことが かる 。⽵幕洞で海洋
祭祀遺物が も集中的に出⼟した時期は5世紀中頃から6世紀中頃である。この時期は百済の東城
王、武寧王、聖王に る時期であり、百済が中国や⽇本との海上交流を も活発に展開した時で
あった。百済は熊津への遷都以降、扶 遷都への時期まで国家の 盛期に対外⽂物交流を活発に
展開した。百済の使⾂ は ⼭城から に って り、⽵幕洞で海洋祭祀を⾏って⽇本の北

州と中国の梁に向かって出航したものと考えられる。  
 ⽵幕洞祭祀遺物は5 6世紀頃、百済が中国や⽇本と⾏った対外交流を物語っている。百済は

⾼ 麗の南 政 によって漢城から 州に遷都した後、⾼ 麗の への対 として と倭

                                        
6 祭 は で る⼈形である。蝟島⼤ 王 の祭 は の を して製 する ⾏がある。この祭

は⼤ に住ん 師であり に出て帰って来なかった の が宿った祭 であるとみられる。 
 国⽴全州 物 『扶安 ⽵幕洞 祭祀遺跡』、1994 
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. 扶安⽵幕洞海洋祭祀遺跡および⽔聖堂と対外交流

1. ⽇本沖ノ島祭祀遺跡･遺物と⽵幕洞祭祀遺跡･遺物

⽇本の沖ノ島祭祀遺跡では4 の 祭祀が⾏ れた。第1 は4世紀後半から5世紀頃の
上の祭場、第2 は5世紀後半から 世紀頃の の での 祭場、第3 は 世紀後半か

ら8世紀前半の 祭祀と 祭祀、第4 は8世紀から9世紀末頃の から れた 地地形で
ある。沖ノ島の祭場は 的な 祭祀が4世紀後半から9世紀末頃まで維持された16。⼀ で扶
安⽵幕洞祭祀遺跡では海に 出した辺⼭半島 上の が主祭場であった。⽵幕洞の
祭場は2 ある。ひとつは⽔聖堂後 の祭場と海浜洞窟祭場である。 の祭場は
海を めるに い 出した地形であり、百済時代には 上の から海を めて 形 の

祭祀を⾏ったのであ う1 。⽵幕洞祭祀遺跡のす ての出⼟遺物が の祭場から発 さ
れたからである。また、 師らは に って⽵幕洞海浜洞窟前から半 形の を んで「

」を⾏う ⾏があったという。  
⽇本の沖ノ島祭祀遺跡から発⾒された奉献物は ⽯製⽯⾈、⽯製 、⽯⼈像、 製武 、

製 、唐三 ⽚、 製 形五 、 三 ⼩ 、 製 、 製帯 、
製 形 、 製 、 な と多 であり、 新羅 唐 ル の海洋 ⼈らが

た祭祀遺物も発⾒された18。沖ノ島出⼟品のなかで扶安⽵幕洞祭祀遺跡から出⼟した⽯製模造
品がよ ている。⽵幕洞出⼟⽯製模造品は ･ ･ と有 、⽯ 、⼟製 な である。
沖ノ島と⽵幕洞の出⼟遺物のなかで 遺物は有 、 、⽯ な ⽯製品である。この⽯
製模造品は倭で製 されて百済に り、⽵幕洞祭祀遺跡に奉献されたものである。 

⽇本の沖ノ島と韓国⽵幕洞の⽯製祭祀⽤品は⽂物交流の である。⽯製祭祀⽤品の使⽤時点
は5世紀中頃から6世紀中頃までと 定される。この時期は百済の東城王(4 9 501)と武寧王(501
523)の在位期間である。百済は⾼ 麗の と北 との いに えて 、倭、中国の南朝国家
との外交関 を した。特に百済の武寧王は 王朝と海上交易を通 て⽂物交流を展開した。
⽵幕洞祭祀遺跡での沖ノ島系統の⽯製模造品出⼟は6世紀初めの倭の 王朝から百済への使⾂

が物語っている。 王朝の使⾂ は都があった から出発し19、関⾨海 を通って
沖ノ島から 海に出る前に航海安全の祈願祭祀を⾏ったものと考えられる。  
  熊津百済の王都からの帰路に⽵幕洞祭祀遺跡で航海安全の祈願祭祀を⾏った後に倭に帰 した
ものと考えられる。 

⽯製模造品は航海の守護神または海神に る奉献物である。奉献の 的は航海の安全祈願で

                                        
16 在 「⽵幕洞遺跡と⽇本沖ノ島遺跡」『扶安⽵幕洞遺跡の 史的 と活⽤ 』 南考古 、 南⽂化

、2019  
  在 「⽵幕洞祭祀遺跡と沖ノ島祭祀遺跡を通して⾒た5 6世紀百済と倭の海上交流」『 史と古代』第58集、

韓国古代 、2018  
1  宋 「 南地域 史 古代の海洋祭祀」に対する 論⽂ (『 南地域 史と古代の祭祀』第22  南考古

⼤ 、2014.5) 
18 「神宿る島」 像 沖ノ島と関連遺 群世 遺 登 記 、2019、 .36 39 
19 五 「 王朝の登場を り巻 考古 的 」『百済⽂化』第46集、 州⼤ 百済⽂化 所、2012、 .2 2 
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陀⼭の では⽼婆(ハルモニ)が ⽵ に らしながら寺 に来た に 事を
し、 を安全に保護する をする。この⽼婆は530年頃、百済 発 が帰国 中に寄った越州

観⾳ で 経と 経を する ⼈の 道 に と を するハルモニと を
たしている13。 と観世⾳ 記には ⽵ のハルモニが観世⾳菩薩の化⾝である

と明かされている。普陀⼭には百済時代から観⾳聖地がつ られていた 能性が⾼い14。 
⾈⼭群島普陀⼭には潮⾳洞と ⾳洞の 所に⼤きな海浜洞窟が位置している。海浜洞窟は 

の海 によってできた洞窟である。海⽔が洞窟に出 りする時の の⾳が潮⾳であり、 ⾳
である。 ⾳と海潮⾳は観⾳と 語である。普陀⼭の観⾳聖地の造成は潮⾳洞と ⾳洞の海浜
洞窟が結 である。普陀⼭の潮⾳洞と ⾳洞の海浜洞窟が南 の 洛 ⼭( )の
海浜洞窟と しており、観⾳聖地がつ られたのであ う。海浜洞窟の観⾳聖地は 師の
『⼤唐 域記』に 南海の 羅 国 ⼭東 洛 ⼭に位置すると記されている。
観 在菩薩が 洛 ⼭の に まりながら海浜洞窟を 来するとされている。南 の海
浜洞窟が観⾳菩薩の常住の処であることが かる。  

普陀⼭の海浜洞窟は⾈⼭群島に普陀洛迦⼭観⾳聖地を造らせ、韓半島にも を した。 
南 の は中国の普陀洛迦⼭に漢 される。韓国での海浜洞窟の観⾳聖地は東海岸の
洛⼭寺 と 海岸の⽵幕洞の 所に造られた。『三国遺事』洛⼭ ⼤聖観⾳ 信 に
は ⼤師(625 02)が唐から帰国し、観⾳真⾝が海浜洞窟に常住するという を き、 の
海浜洞窟に て ら⾒たという がある。洛⼭寺 は中国普陀洛迦⼭ ⾳洞の海浜洞窟
とよ ており、洞窟上にある も している。 洛⼭寺は普陀洛迦⼭を めた である。 

洛⼭寺は『三国遺事』の記 に登場するが、格浦⽵幕洞の海浜洞窟は の観⾳聖地遺跡
を維持している。⽵幕洞海浜洞窟の には観⾳⽵と観⾳ が ⼤な を成している。⽵幕洞の
地 は普陀洛迦⼭の ⽵ とよ た観⾳聖地の である。 ⼤師が洛⼭寺海浜洞窟で観⾳
真⾝を ら⾒たとき⼭ に⼀ の⽵がそびえ⽴つ うといったように、⽵幕洞観⾳聖地にも⽵
が えている。⽔ 観⾳図に三 ⽵が されているように、洛⼭寺 と⽵幕洞⽔聖堂の

には⽵ が い っている。このように海浜洞窟と⽵ は観⾳聖地の である。  
南 洛 ⼭( )の海浜洞窟と普陀洛迦⼭の潮⾳洞･ ⾳洞の海浜洞窟と韓国の洛

⼭寺･⽵幕洞の海浜洞窟は 観⾳聖地として、海洋仏教遺跡の を⽰している。洛⼭寺の観
⾳菩薩と⽵幕洞の観⾳菩薩は海浜洞窟に常住する航海守護神である。⽵幕洞の観⾳菩薩は南海観
⾳の化⾝として開洋ハルモニが登場している。開洋ハルモニは海浜洞窟に常住して海 済の

を たすために い海に るが、海⽔がやっと開洋ハルモニの にかかる というから
の⾼さがいか の かが かる15。  
   

                                        
13 有 景 『韓 中 教⽂化交流史』 五 、 ル 、 103 
14 宋 「韓 中 観⾳化⾝ の ⽼婆の化⾝を中 として 」『 史⺠俗 』第30 、韓国 史⺠俗

、2009 
15 宋 「扶安⽵幕洞⽔聖堂の開洋ハル 考察」『⺠俗 』第22 、国⽴⺠俗 物 、2008、 .93 94 
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. 扶安⽵幕洞海洋祭祀遺跡および⽔聖堂と対外交流

1. ⽇本沖ノ島祭祀遺跡･遺物と⽵幕洞祭祀遺跡･遺物

⽇本の沖ノ島祭祀遺跡では4 の 祭祀が⾏ れた。第1 は4世紀後半から5世紀頃の
上の祭場、第2 は5世紀後半から 世紀頃の の での 祭場、第3 は 世紀後半か

ら8世紀前半の 祭祀と 祭祀、第4 は8世紀から9世紀末頃の から れた 地地形で
ある。沖ノ島の祭場は 的な 祭祀が4世紀後半から9世紀末頃まで維持された16。⼀ で扶
安⽵幕洞祭祀遺跡では海に 出した辺⼭半島 上の が主祭場であった。⽵幕洞の
祭場は2 ある。ひとつは⽔聖堂後 の祭場と海浜洞窟祭場である。 の祭場は
海を めるに い 出した地形であり、百済時代には 上の から海を めて 形 の

祭祀を⾏ったのであ う1 。⽵幕洞祭祀遺跡のす ての出⼟遺物が の祭場から発 さ
れたからである。また、 師らは に って⽵幕洞海浜洞窟前から半 形の を んで「

」を⾏う ⾏があったという。  
⽇本の沖ノ島祭祀遺跡から発⾒された奉献物は ⽯製⽯⾈、⽯製 、⽯⼈像、 製武 、

製 、唐三 ⽚、 製 形五 、 三 ⼩ 、 製 、 製帯 、
製 形 、 製 、 な と多 であり、 新羅 唐 ル の海洋 ⼈らが

た祭祀遺物も発⾒された18。沖ノ島出⼟品のなかで扶安⽵幕洞祭祀遺跡から出⼟した⽯製模造
品がよ ている。⽵幕洞出⼟⽯製模造品は ･ ･ と有 、⽯ 、⼟製 な である。
沖ノ島と⽵幕洞の出⼟遺物のなかで 遺物は有 、 、⽯ な ⽯製品である。この⽯
製模造品は倭で製 されて百済に り、⽵幕洞祭祀遺跡に奉献されたものである。 

⽇本の沖ノ島と韓国⽵幕洞の⽯製祭祀⽤品は⽂物交流の である。⽯製祭祀⽤品の使⽤時点
は5世紀中頃から6世紀中頃までと 定される。この時期は百済の東城王(4 9 501)と武寧王(501
523)の在位期間である。百済は⾼ 麗の と北 との いに えて 、倭、中国の南朝国家
との外交関 を した。特に百済の武寧王は 王朝と海上交易を通 て⽂物交流を展開した。
⽵幕洞祭祀遺跡での沖ノ島系統の⽯製模造品出⼟は6世紀初めの倭の 王朝から百済への使⾂

が物語っている。 王朝の使⾂ は都があった から出発し19、関⾨海 を通って
沖ノ島から 海に出る前に航海安全の祈願祭祀を⾏ったものと考えられる。  
  熊津百済の王都からの帰路に⽵幕洞祭祀遺跡で航海安全の祈願祭祀を⾏った後に倭に帰 した
ものと考えられる。 

⽯製模造品は航海の守護神または海神に る奉献物である。奉献の 的は航海の安全祈願で

                                        
16 在 「⽵幕洞遺跡と⽇本沖ノ島遺跡」『扶安⽵幕洞遺跡の 史的 と活⽤ 』 南考古 、 南⽂化

、2019  
  在 「⽵幕洞祭祀遺跡と沖ノ島祭祀遺跡を通して⾒た5 6世紀百済と倭の海上交流」『 史と古代』第58集、

韓国古代 、2018  
1  宋 「 南地域 史 古代の海洋祭祀」に対する 論⽂ (『 南地域 史と古代の祭祀』第22  南考古

⼤ 、2014.5) 
18 「神宿る島」 像 沖ノ島と関連遺 群世 遺 登 記 、2019、 .36 39 
19 五 「 王朝の登場を り巻 考古 的 」『百済⽂化』第46集、 州⼤ 百済⽂化 所、2012、 .2 2 
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陀⼭の では⽼婆(ハルモニ)が ⽵ に らしながら寺 に来た に 事を
し、 を安全に保護する をする。この⽼婆は530年頃、百済 発 が帰国 中に寄った越州

観⾳ で 経と 経を する ⼈の 道 に と を するハルモニと を
たしている13。 と観世⾳ 記には ⽵ のハルモニが観世⾳菩薩の化⾝である

と明かされている。普陀⼭には百済時代から観⾳聖地がつ られていた 能性が⾼い14。 
⾈⼭群島普陀⼭には潮⾳洞と ⾳洞の 所に⼤きな海浜洞窟が位置している。海浜洞窟は 

の海 によってできた洞窟である。海⽔が洞窟に出 りする時の の⾳が潮⾳であり、 ⾳
である。 ⾳と海潮⾳は観⾳と 語である。普陀⼭の観⾳聖地の造成は潮⾳洞と ⾳洞の海浜
洞窟が結 である。普陀⼭の潮⾳洞と ⾳洞の海浜洞窟が南 の 洛 ⼭( )の
海浜洞窟と しており、観⾳聖地がつ られたのであ う。海浜洞窟の観⾳聖地は 師の
『⼤唐 域記』に 南海の 羅 国 ⼭東 洛 ⼭に位置すると記されている。
観 在菩薩が 洛 ⼭の に まりながら海浜洞窟を 来するとされている。南 の海
浜洞窟が観⾳菩薩の常住の処であることが かる。  

普陀⼭の海浜洞窟は⾈⼭群島に普陀洛迦⼭観⾳聖地を造らせ、韓半島にも を した。 
南 の は中国の普陀洛迦⼭に漢 される。韓国での海浜洞窟の観⾳聖地は東海岸の
洛⼭寺 と 海岸の⽵幕洞の 所に造られた。『三国遺事』洛⼭ ⼤聖観⾳ 信 に
は ⼤師(625 02)が唐から帰国し、観⾳真⾝が海浜洞窟に常住するという を き、 の
海浜洞窟に て ら⾒たという がある。洛⼭寺 は中国普陀洛迦⼭ ⾳洞の海浜洞窟
とよ ており、洞窟上にある も している。 洛⼭寺は普陀洛迦⼭を めた である。 

洛⼭寺は『三国遺事』の記 に登場するが、格浦⽵幕洞の海浜洞窟は の観⾳聖地遺跡
を維持している。⽵幕洞海浜洞窟の には観⾳⽵と観⾳ が ⼤な を成している。⽵幕洞の
地 は普陀洛迦⼭の ⽵ とよ た観⾳聖地の である。 ⼤師が洛⼭寺海浜洞窟で観⾳
真⾝を ら⾒たとき⼭ に⼀ の⽵がそびえ⽴つ うといったように、⽵幕洞観⾳聖地にも⽵
が えている。⽔ 観⾳図に三 ⽵が されているように、洛⼭寺 と⽵幕洞⽔聖堂の

には⽵ が い っている。このように海浜洞窟と⽵ は観⾳聖地の である。  
南 洛 ⼭( )の海浜洞窟と普陀洛迦⼭の潮⾳洞･ ⾳洞の海浜洞窟と韓国の洛

⼭寺･⽵幕洞の海浜洞窟は 観⾳聖地として、海洋仏教遺跡の を⽰している。洛⼭寺の観
⾳菩薩と⽵幕洞の観⾳菩薩は海浜洞窟に常住する航海守護神である。⽵幕洞の観⾳菩薩は南海観
⾳の化⾝として開洋ハルモニが登場している。開洋ハルモニは海浜洞窟に常住して海 済の

を たすために い海に るが、海⽔がやっと開洋ハルモニの にかかる というから
の⾼さがいか の かが かる15。  
   

                                        
13 有 景 『韓 中 教⽂化交流史』 五 、 ル 、 103 
14 宋 「韓 中 観⾳化⾝ の ⽼婆の化⾝を中 として 」『 史⺠俗 』第30 、韓国 史⺠俗

、2009 
15 宋 「扶安⽵幕洞⽔聖堂の開洋ハル 考察」『⺠俗 』第22 、国⽴⺠俗 物 、2008、 .93 94 
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れている。⽔聖堂は9⼈の 神を祀る祠であるとし、 祠と ばれる。開洋ハルモニが末 を
いている姿が や道 の に えられる。⽔聖堂が仏教⺠俗的 であるなら、

祠は道 ⺠俗的 である。開洋ハルモニは⺠間信仰化された中国系の 神である。このよ
うに⽵幕洞⽔聖堂には中国普陀洛迦⼭系統の南海観⾳信仰と多 な海洋信仰が 来しており、⺠
間信仰の 的 によってさま まな海神に化⾝して辺⼭半島の海洋信仰として定着したと考
えられる21。 

. 茁浦湾･辺⼭半島海洋信仰の 史性と⽂化的系統

⽵幕洞海洋祭祀遺跡では4世紀頃から遺物が出⼟する。4世紀は漢城百済の時期であり、⽵幕洞
の祭場は中 政 ではな 地 ⼒が したものとみられる。しかし、5世紀から6世紀前半に

たっての海洋祭祀遺物が多量に出⼟している。5世紀中頃には百済が倭と中国南朝に使⾂を
ったことから、⽵幕洞海洋祭祀は中 政 が主導した 能性が⾼い。⽵幕洞祭場は百済の熊津遷
都以降に5世紀末から6世紀初めに集中的に活⽤された。特に百済の武寧王は中国梁の武 と⽇本
の 王朝と な な関 を維持し、使⾂ と交易 が 来した。当時の使 の と朝
貿易は王 によって主導したことから航海の安全祈願祭祀も国家 らが主導した 能性が⾼い。 

5 6世紀頃の⽵幕洞祭祀遺物が特定時期に出⼟したのは中 政 が海洋祭祀を したことを
する。その点から⽇本の沖ノ島と扶安⽵幕洞で出⼟した⽯製祭祀⽤品も国家的奉献物と考え

ばならない。⽯製模造品が⺠間信仰の伝承品であれば、後代に持続的に奉献されたであ うし、
5 6世紀頃の⼀定時期の出⼟は国家 主導の海洋祭祀であったから⺠間の伝承⼒が維持できな
かったものと れる。6世紀後半以降の⽵幕洞の海洋祭祀の は百済聖王が554年の ⼭城の

いで した後、対外交流が したことを物語っている。中国で南朝国家(宋 梁 420
589)の と の統⼀王朝が成⽴し、倭でも6世紀後半に ⼒集団の王 交 が対外交流に変化
をもたらしたものとみられる。 

⽵幕洞で海洋祭祀が 活したのは統⼀新羅の時期である。新羅が三国統⼀して以降、唐と⽂物
交流を展開しながら祠 ⽂化を れて 祭祀を⾏った⽵幕洞祭場に⽔聖堂ができたのであ
る。百済時代は海の 的 在に対する祭祀 ったが、統⼀新羅時代の祠 祭祀は 的 在を⼈格
化して神像を祠に安置して祭祀を⾏うものである。8 9世紀、新羅⼈ 保 の海上活 と⺠間貿
易、海洋仏教も って盛んであった。統⼀新羅期の海上交易は航海守護神の盛⾏を っており、
中間寄港地である⽵幕洞に⽔聖堂がつ られた 景となっている。『宣和奉使⾼麗図経』の⾈⼭
群島普陀島⼭から新羅 ⼈らが観⾳像を に んで出港したが に り上 て観⾳像を島に
したという新羅 伝 と⼭東 ⼭ が⽰している22。 

統⼀新羅時代、普陀洛迦⼭の観⾳信仰が韓半島に伝来したのは ⼤師の観世⾳ が語って
いる。 

『三国遺事』洛⼭ ⼤聖観⾳ 信に ⼤師が ら⾒た観⾳真⾝は⽩⾐の ⼈に化⾝した
ように、⽵幕洞でも⽩⾐観⾳菩薩が開洋ハルモニに化⾝したのである。開洋ハルモニは⽩⾐の⽼

                                        
21 宋 「中国⾈⼭群島普陀⼭の海神と観⾳信仰」『島 ⽂化』第42 、 浦⼤ 島 ⽂化 、2013  
22 趙 「 保 団と9世紀東 の仏教交流」『東 仏教交流史 』東国⼤ 出 、2011 
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ある。沖ノ島祭祀遺跡と⽵幕洞海洋祭祀遺跡の⽯製祭祀⽤品がよ ているのは つの海域に航
海の安全に を す 間である 流の 地があったことを物語っている。辺⼭半島の 海
には格浦と蝟島の間に三 が発 する臨⽔島の印塘⽔がある。三 は海で な が
しながら る⾼い をいうが、この三 が こる場所は海 事 の が⾼いとこ である。 

沖ノ島は対 海 に位置する。対 海 は東海 流と 潮 流が交 して する海 であるた
め、 が こりやすい海洋 である。対 海 ⼀帯を 海 という らい、 は航海が

な海域がある。実際に対 海 の対 と の間には 流と 海域があったものと考えられ
る。対 海 の 海を通 した後、沖ノ島は⽇本の 海から 海に出た 地点に位置していたこ
とから、沖への出港前に沖ノ島祭場で航海の安全を祈る祭祀を り⾏ったものと考えられる。 

海洋地理的観点からみて、辺⼭半島の格浦と蝟島の間に臨⽔島が位置し、対 海 の対 と
の間に沖ノ島が位置する事実に せ ばならない。 

い事実として、沖ノ島祭祀遺跡から⽯⾈、⽯製 、⽯⼈像が発 されたという点である。
⽯⾈は航海中に海 による を祈願する奉献物であり、⽯⼈像は⼈の代 りの 物として海
の 王に る奉献物とみられ、⽯製 は航海の守護神に対して る神の り物 といえる。扶
安⽵幕洞祭祀遺跡からも⼟製 が出⼟しており、⽯⼈像は蝟島の海岸の 浜から5つ発 された。
蝟島から出⼟した⽯⼈像は⾼さが120 、⼤理⽯の で 形 である。 蝟島の⽯⼈像は
中国宋の ⼈た が航海の安全祈願の 的から⼈⾝ の模 的 として臨⽔島の印塘
⽔に としたものと れる。⽇本の沖ノ島海域にも辺⼭半島の海⾨として位置する印塘⽔のよう
な 海の海域があるものと れる。沖ノ島の⽯製祭祀⽤品が⽵幕洞祭祀遺跡から⽯製模造品とし
て出⼟したのが、このふたつの海域に航海し い海域があることを⽰す証 であるといえる。 

2. 中国⾈⼭群島普陀洛迦⼭と⽔聖堂の開洋ハルモニ

中国⾈⼭群島普陀洛迦⼭に南海観⾳がある。南海観⾳は観⾳菩薩の発 地が南海 という
である。観⾳菩薩の発 地が ならば、 の南海が南海観⾳の発 地となる。ここでの
南海とは の南海、 半島の南海、中国の南海、韓半島の南海な 東 海路の
海域を す である。東 の海路は 域から 半島、南 海域とつながった海
上航路のことであるが、この航路が南海路である。南海路の航海守護神は南海観⾳である。南海
路の中間寄港地に観⾳聖地がつ られており、そこに海浜洞窟がある。 

南 の海浜洞窟には南海観⾳が常住する。この南海観⾳が⾈⼭群島普陀洛迦⼭
を び越えて潮⾳洞と ⾳洞の海浜洞窟に常住しており、普陀洛迦⼭から 航路を経て扶安⽵
幕洞に り、開洋ハルモニに化⾝して海浜洞窟に常住した。開洋ハルモニは南海観⾳の化⾝であ
る。⽵幕洞の⽔聖堂と海浜洞窟は観⾳聖地としてひとつにまとめて 明することができる。⽔聖
堂が開洋ハルモニを祀る祠であるなら、海浜洞窟は⽔ (潮⽔の⾳)の常住の処である。⽔ は海
潮⾳であり、 ⾳･観⾳と 語である。⾈⼭群島普陀洛迦⼭で南海観⾳が に化⾝したよう
に、扶安⽵幕洞で南海観⾳が開洋ハルモニに化⾝している20。 

⽔聖堂の開洋ハルモニ図は開洋ハルモニが末 を いて8⼈の を連れて っている姿が か

                                        
20 宋 「中国と韓国のハル 海神の 」『島 ⽂化』第41 、 浦⼤ 島 ⽂化 、2013 
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れている。⽔聖堂は9⼈の 神を祀る祠であるとし、 祠と ばれる。開洋ハルモニが末 を
いている姿が や道 の に えられる。⽔聖堂が仏教⺠俗的 であるなら、

祠は道 ⺠俗的 である。開洋ハルモニは⺠間信仰化された中国系の 神である。このよ
うに⽵幕洞⽔聖堂には中国普陀洛迦⼭系統の南海観⾳信仰と多 な海洋信仰が 来しており、⺠
間信仰の 的 によってさま まな海神に化⾝して辺⼭半島の海洋信仰として定着したと考
えられる21。 

. 茁浦湾･辺⼭半島海洋信仰の 史性と⽂化的系統

⽵幕洞海洋祭祀遺跡では4世紀頃から遺物が出⼟する。4世紀は漢城百済の時期であり、⽵幕洞
の祭場は中 政 ではな 地 ⼒が したものとみられる。しかし、5世紀から6世紀前半に

たっての海洋祭祀遺物が多量に出⼟している。5世紀中頃には百済が倭と中国南朝に使⾂を
ったことから、⽵幕洞海洋祭祀は中 政 が主導した 能性が⾼い。⽵幕洞祭場は百済の熊津遷
都以降に5世紀末から6世紀初めに集中的に活⽤された。特に百済の武寧王は中国梁の武 と⽇本
の 王朝と な な関 を維持し、使⾂ と交易 が 来した。当時の使 の と朝
貿易は王 によって主導したことから航海の安全祈願祭祀も国家 らが主導した 能性が⾼い。 

5 6世紀頃の⽵幕洞祭祀遺物が特定時期に出⼟したのは中 政 が海洋祭祀を したことを
する。その点から⽇本の沖ノ島と扶安⽵幕洞で出⼟した⽯製祭祀⽤品も国家的奉献物と考え

ばならない。⽯製模造品が⺠間信仰の伝承品であれば、後代に持続的に奉献されたであ うし、
5 6世紀頃の⼀定時期の出⼟は国家 主導の海洋祭祀であったから⺠間の伝承⼒が維持できな
かったものと れる。6世紀後半以降の⽵幕洞の海洋祭祀の は百済聖王が554年の ⼭城の

いで した後、対外交流が したことを物語っている。中国で南朝国家(宋 梁 420
589)の と の統⼀王朝が成⽴し、倭でも6世紀後半に ⼒集団の王 交 が対外交流に変化
をもたらしたものとみられる。 

⽵幕洞で海洋祭祀が 活したのは統⼀新羅の時期である。新羅が三国統⼀して以降、唐と⽂物
交流を展開しながら祠 ⽂化を れて 祭祀を⾏った⽵幕洞祭場に⽔聖堂ができたのであ
る。百済時代は海の 的 在に対する祭祀 ったが、統⼀新羅時代の祠 祭祀は 的 在を⼈格
化して神像を祠に安置して祭祀を⾏うものである。8 9世紀、新羅⼈ 保 の海上活 と⺠間貿
易、海洋仏教も って盛んであった。統⼀新羅期の海上交易は航海守護神の盛⾏を っており、
中間寄港地である⽵幕洞に⽔聖堂がつ られた 景となっている。『宣和奉使⾼麗図経』の⾈⼭
群島普陀島⼭から新羅 ⼈らが観⾳像を に んで出港したが に り上 て観⾳像を島に
したという新羅 伝 と⼭東 ⼭ が⽰している22。 

統⼀新羅時代、普陀洛迦⼭の観⾳信仰が韓半島に伝来したのは ⼤師の観世⾳ が語って
いる。 

『三国遺事』洛⼭ ⼤聖観⾳ 信に ⼤師が ら⾒た観⾳真⾝は⽩⾐の ⼈に化⾝した
ように、⽵幕洞でも⽩⾐観⾳菩薩が開洋ハルモニに化⾝したのである。開洋ハルモニは⽩⾐の⽼

                                        
21 宋 「中国⾈⼭群島普陀⼭の海神と観⾳信仰」『島 ⽂化』第42 、 浦⼤ 島 ⽂化 、2013  
22 趙 「 保 団と9世紀東 の仏教交流」『東 仏教交流史 』東国⼤ 出 、2011 
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ある。沖ノ島祭祀遺跡と⽵幕洞海洋祭祀遺跡の⽯製祭祀⽤品がよ ているのは つの海域に航
海の安全に を す 間である 流の 地があったことを物語っている。辺⼭半島の 海
には格浦と蝟島の間に三 が発 する臨⽔島の印塘⽔がある。三 は海で な が
しながら る⾼い をいうが、この三 が こる場所は海 事 の が⾼いとこ である。 

沖ノ島は対 海 に位置する。対 海 は東海 流と 潮 流が交 して する海 であるた
め、 が こりやすい海洋 である。対 海 ⼀帯を 海 という らい、 は航海が

な海域がある。実際に対 海 の対 と の間には 流と 海域があったものと考えられ
る。対 海 の 海を通 した後、沖ノ島は⽇本の 海から 海に出た 地点に位置していたこ
とから、沖への出港前に沖ノ島祭場で航海の安全を祈る祭祀を り⾏ったものと考えられる。 

海洋地理的観点からみて、辺⼭半島の格浦と蝟島の間に臨⽔島が位置し、対 海 の対 と
の間に沖ノ島が位置する事実に せ ばならない。 

い事実として、沖ノ島祭祀遺跡から⽯⾈、⽯製 、⽯⼈像が発 されたという点である。
⽯⾈は航海中に海 による を祈願する奉献物であり、⽯⼈像は⼈の代 りの 物として海
の 王に る奉献物とみられ、⽯製 は航海の守護神に対して る神の り物 といえる。扶
安⽵幕洞祭祀遺跡からも⼟製 が出⼟しており、⽯⼈像は蝟島の海岸の 浜から5つ発 された。
蝟島から出⼟した⽯⼈像は⾼さが120 、⼤理⽯の で 形 である。 蝟島の⽯⼈像は
中国宋の ⼈た が航海の安全祈願の 的から⼈⾝ の模 的 として臨⽔島の印塘
⽔に としたものと れる。⽇本の沖ノ島海域にも辺⼭半島の海⾨として位置する印塘⽔のよう
な 海の海域があるものと れる。沖ノ島の⽯製祭祀⽤品が⽵幕洞祭祀遺跡から⽯製模造品とし
て出⼟したのが、このふたつの海域に航海し い海域があることを⽰す証 であるといえる。 

2. 中国⾈⼭群島普陀洛迦⼭と⽔聖堂の開洋ハルモニ

中国⾈⼭群島普陀洛迦⼭に南海観⾳がある。南海観⾳は観⾳菩薩の発 地が南海 という
である。観⾳菩薩の発 地が ならば、 の南海が南海観⾳の発 地となる。ここでの
南海とは の南海、 半島の南海、中国の南海、韓半島の南海な 東 海路の
海域を す である。東 の海路は 域から 半島、南 海域とつながった海
上航路のことであるが、この航路が南海路である。南海路の航海守護神は南海観⾳である。南海
路の中間寄港地に観⾳聖地がつ られており、そこに海浜洞窟がある。 

南 の海浜洞窟には南海観⾳が常住する。この南海観⾳が⾈⼭群島普陀洛迦⼭
を び越えて潮⾳洞と ⾳洞の海浜洞窟に常住しており、普陀洛迦⼭から 航路を経て扶安⽵
幕洞に り、開洋ハルモニに化⾝して海浜洞窟に常住した。開洋ハルモニは南海観⾳の化⾝であ
る。⽵幕洞の⽔聖堂と海浜洞窟は観⾳聖地としてひとつにまとめて 明することができる。⽔聖
堂が開洋ハルモニを祀る祠であるなら、海浜洞窟は⽔ (潮⽔の⾳)の常住の処である。⽔ は海
潮⾳であり、 ⾳･観⾳と 語である。⾈⼭群島普陀洛迦⼭で南海観⾳が に化⾝したよう
に、扶安⽵幕洞で南海観⾳が開洋ハルモニに化⾝している20。 

⽔聖堂の開洋ハルモニ図は開洋ハルモニが末 を いて8⼈の を連れて っている姿が か

                                        
20 宋 「中国と韓国のハル 海神の 」『島 ⽂化』第41 、 浦⼤ 島 ⽂化 、2013 
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婆であるといえる。⽵幕洞の⽔聖堂は開洋ハルモニの祠であるとすれば、海浜洞窟は開洋ハルモ
ニの常住の処である。⽔の声が海潮⾳であり、観⾳である。海浜洞窟の⽔声は海潮⾳であり、⽩
⾐観⾳菩薩である。⽩⾐観⾳菩薩の化⾝である⽩⾐⽼婆(開洋ハルモニ)神像を⽔聖堂に安置した
のである。この開洋ハルモニは⾈⼭群島普陀洛迦⼭系統の航海守護神である。このように韓国の
海洋信仰は海洋仏教から海洋⺠俗信仰へと変化した姿を⾒せている。 

茁浦湾と辺⼭半島は統⼀新羅景徳王の代に古⾩郡の属県(扶寧県、喜安県、保安県)に⾏政区域
が改編された23。統⼀新羅期から茁浦湾と辺⼭半島で唐と対外交流が展開されており、830年に
真鑑禅師と924年兢譲禅師が済安浦に帰国した事実は茁浦湾と辺⼭半島が国際的な海上交通の中
間寄港地であったことを物語っている。新羅時代末期から⾼麗時代初期に後百済が茁浦湾の海上
交通を掌握して杭州湾の呉越国と⽂物交流を展開しており、茁浦湾と辺⼭半島の海上交流は⾼麗
時代にも宋と⾼麗の海上交易によって持続的な繁栄をもたらした。 

このような事実はふたつの資料から考察することができる。ひとつは「沈清伝」に趙匡胤が北
宋を建国した⽴国之初(960年頃)の時期が設定･明⽰されているが、辺⼭半島の海⾨に「沈清伝」
に登場する臨⽔島印塘⽔が位置しており、蝟島から中国系⽯⼈像が出⼟していることが⾼麗と宋
との対外交流の相互関連性を⽰している。もうひとつは『宣和奉使⾼麗図経』海道篇に1123年北
宋使⾂団が⾼麗開京に向かう海上航路で、茁浦湾の⽵島と辺⼭半島の蝟島(苦苫苫)が中間寄港地
として登場する点から確認することができる。⾼麗時代に⾈⼭群島普陀洛迦⼭系統の南海観⾳信
仰が茁浦湾、辺⼭半島まで拡散し、その海洋仏教および海洋信仰遺跡が禅雲寺と来蘇寺、そして
格浦⽵幕洞と蝟島願堂の⽩⾐観⾳菩薩堂神図が⽰している。 

Ⅵ. 結論

辺⼭半島⽵幕洞祭祀遺跡では倭と中国南朝の祭祀⽤品が出⼟し、海洋信仰が宿っている。百済
の中国と倭の対外交流は百済の熊津遷都以降、東城王･武寧王の在位期間に本格的に展開された。
これを⽴証するように⽵幕洞海洋祭祀遺跡には5世紀から6世紀の遺物が集中して出⼟した。⽵幕
洞出⼟遺物の倭や中国との対外交流関連遺物が⽇本の沖ノ島系統の⽯製模造品と中国の⻘磁⽚で
ある。沖ノ島系統の⽯製模造品は6世紀前後に国家主導で⼀定時期に限った航海安全祈願の奉献
物がみられる。韓半島での沖ノ島系統の⽯製模造品は韓半島南海岸⼀帯から⼩量が出⼟している
が、⽵幕洞では多量の⽯製模造品が出⼟した。これは特定の時期に熊津百済と倭の海上交流およ
び交易が活発であったことを⽴証している。  

しかし、百済と中国南朝国家との海上交流は漢城百済当時から海上交通網が形成されていた。
また、国と⺠間が海上交流を共有していたことから、海洋信仰の⺠間伝承が持続的に維持された。
熊津百済は6世紀初めの武寧王の代に中国梁と⽂物交流を活発に展開した。統⼀新羅時代には⺠
間貿易が拡⼤し、⽵幕洞に⽔聖堂が造られて普陀洛迦⼭系統の南海観⾳信仰と海浜窟信仰が伝え
られ、航海安全祈祷所と中間寄港地としての機能を担った。宋と⾼麗の海上交易が盛んになるこ
とで茁浦湾と辺⼭半島には中国普陀洛迦⼭系統の海洋仏教と⺠間信仰が定着し、朝鮮時代まで
1500年間海洋⺠俗信仰として伝承⼒を維持している。    
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討論「古代東アジアにおける宗教的交流と宗像・沖ノ島」 

第１部「古代東アジアにおける宗教的交流につい

て」 

（佐藤）今日の討論は二つに大きく分けまして、一つ目が

私の方で司会をさせていただきまして、「古代東アジアに

おける宗教的交流について」ということで、様々な昨日、

今日のご報告の中で大変魅力的な、いろいろな論旨を頂い

たわけでありますけれども、あまり具体的なところでなく、

全体の宗教的交流の在り方について、だいたいどう捉える

べきかというようなことについてお話をして、その中でも

特に、昨日ご報告のありましたローイエン先生、田中先生、

花田先生、笹生先生のお話を中心に、今日のお二人の先生

のお話にも及んで構わないと思っておりますけれども、議

論をしたいと思っております。休憩の後、今度は溝口先生

に司会していただいて、沖ノ島の信仰と祭祀と結びついた

形での議論に移りたいと思っております。 

一番最初に、宗教的交流といって、交流の在り方なので

すけれども、交流にも様々な交流があると思います。ロー

イエン先生のお話にあったような、侵略・略奪みたいなこ

と、戦争も交流の一つの形態でありますし、平和的な文化

の移動っていうものも、もちろん交流であるわけでありま

すけれども。また交流と言った場合には、双方向性という

のが昨日の議論では大きく出てきたと思っております。交

易の場合もそうですが、文化交流の場合は、ＡからＢに一

方的に行くだけということはなくて、その逆の動きも必ず

あると。交易の場合は、商品を運んでいった場合、帰りに

は必ず反対側の商品を持って帰るということがあると思

いますけれども、そういった交流の多重性というのか、多

様性というのか、そういったことをちょっと考えたいと思

っております。 

また、文化交流の面では、受け止める側がそれなりの素

材がないと、受け止められないはずなのですね。例えば仏

教の受容もそうなのかもしれませんけれども、漢字文化の

受容なんかも、私はそうだと思っているのですけれども。

受け取る側の社会にそれなりのものがなければ、十分に受

け止めるわけにはいかないのかなと。だから、同じものが

移動してきても、同じように扱っているとは限らない。こ

れは、祭祀遺跡の出土遺物においてもそうかなと思ってい

るのですけれども。そういうところを、議論したいと思っ

ております。 

最初は、ローイエン先生のお話の中でありました、単純

な信仰の移動や拡大ではない受容の在り方、それぞれの社

会における受容の在り方というお話があったと思うので

すが、また、例えば同じ受容の中でもエジプトやローマや

キリスト教といったような三つの要素が入った墓石が、融

合してあるみたいなお話もあったと思いますが、そういう

交流の多様性について、お話をしていただけませんでしょ

うか。 

（ローイエン）私が世界遺産に求めているのは、これは私

だけではなくユネスコもイコモスもそうなのですけれど

も、この人間の交流というものを見たいなと思いました。

まず、日本列島には、大陸それから朝鮮半島からたくさん

のものが伝わってきているということで、直接的なつなが

りを見てとれます。でも、きっと同じように、日本列島か

ら、日本の方から大陸へ伝わったものも、きっとあると思

っています。交流においては、文物、それからまたいろい

ろなサービス、そして宗教といったものがあると思います。

そしてまた、ものだけに限らず人々との間の交流というも

のもあると思います。やはり、交流といった以上、一方的

ではなく双方向の間で文物、人々の交流というものを見て

みたいと思います。そして、この世界遺産の推薦書を見ま

したけれども、その中でたくさん日本に伝わったものにつ

いての資料は、たくさん目にすることができました。それ

からまた、百舌鳥・古市の古墳群でもそうでしたけれども、

ここの中では、韓国と、それから日本との間の、その古墳

の面で、100％全部同じというわけではないのですけれど

も、お互いに影響を及ぼしあったような、そういう軌跡が

あったと思います。ですから、ものだけに限らず、人間の

行き来、交流があったというその証拠といったものを、ユ

ネスコ、それからイコモスパネルも見たいと考えておりま

す。 

（佐藤）ありがとうございました。交流につきまして、私

は多様な交流と言ってしまったわけですけれども、あるい

は双方向性についてお話したのですが、主な交流の中身と

しては、人の交流、ものの交流、あるいは今回議論しよう
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国 的に み と の に

るか かの ると の

と か 回 の

お た か と の

お のお ると

るに祭祀 かに

たか るけ 像

ると る け
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か の る から かに

と 特に関 アス ー教

の た のに の 教的 ら

から 的 交流の る祭祀と

の る け の

み る とか る る

の 的 の た ー

の 国の 東 島に か

と の の交流の ス 国の 東

島に たお け のお 教の

み た とにか

の 交流の 点 け

国と 島に た る た

る 的に る た る 的

る の の に の のに

る と 的 ると る

と と と の の 交流

と と の

ると と け ら の

ケの の お た た

るけ の た の と に

み る た に る け

から お た た

と た お祀

るの に 的 に

け ケの た の

に たけ の の

か ると の け と

の た と の た る

の に に ると

ると 祭祀から か る の

的の た お祀 るかと と

に から る け

沖ノ島 に から け け

か か と け か と

（ ） 祭祀の と祭祀の 的に

た の た 国の 東 島にお

け

と 交流 から た お に る

と と と た

ると とか と の から と

たら け 祭祀の と 的みた

の と ら たか

ると と か

の際に 仰 た みた

の るけ る

と と か か 宗教的 交流

るかと か か と の

祭祀の の と 的 ると とに

国の 古 の か か

（ ） るかに 祭祀の ると

沖ノ島の の たと

た ー 仰 たけ

ス 教とア の 交流に た

ると た

の 的 宗教と の たと

ス 教の 国の 教 る

教の に た ると

から 沖ノ島の祭祀

の るのか か け

代に お

から からの に たに 教 る

教 る ー か

に た たと

から に の

たら 教 間信仰に る

る 教 間信仰に る る 教

教に る に

か た け た

（ ） か か 教 教

と 間信仰 と別の る と 教

た たと の た け と

（ ） 教 間信仰 に ら

たと と 古

代の 教と 代の 教と 代の 教 か

と か 神

ると か の 教

と る信仰の交流と た の るかと

のの交流 的 古 的 遺 かるか

の け か か の交流とか 信仰

の交流 た と研究 と か か ら

と ると た に

と 信仰と た に 回の ー

の 教とか る 間信仰と

から のお に た と のか 祭

祀 古 の祭祀と の 的 祭祀と

の た ・ のお

信仰と た

教的 の のか 間信仰的 の のか

る る け る 教の

間信仰と る の の 間

信仰的 のと に神 に る の と

か け け

に 別 と か かと

と 祭祀の の

のお に たけ 国 のか 地域・

地 会 のか る 地の のか る

のかと るか と の け

に とお た け か

（ ） か か と の け

古 代の との 的 交流と

と ると に と仰

た の と お ら

古 代の ３ に 国 的に

た の る に か た の

に る け け に ると

の る 特に とか の

の の

の ら の

ると の る 交流

３ から に る の

に るの お ら 沖ノ島 る

の から ～ の と の

の と のに に

る の お ら とか

る と ージ る

け とお ら 間 ルの

のと た と る る け

ると 沖ノ島の のと の

らかと と た け

ら に ース

の に と と の ら

る 国 ルと か る 的

るの け と 別に 古

から沖ノ島 お ら の 代か

ら る る け から 代から

の沖ノ島に る 間の るの け

に に ージと の 国 域 と

の と る祭祀と の 的に

る る からの と

とに ると け

る の る に

るの 沖ノ島のお ら にか の

か と ージ け

か

（ ） と の 的 交流 る

宗教的 交流 け

国 的 交流 地域 との交流

と と に の の

ケ 間に から 地

ケの ー の交流 地 会

との交流と と らかに たと の

け の に か

か

（ ）祭祀 と に の と 的の

ると の の る

的 る ると と

国 的に み と の に

るか かの ると の

と か 回 の

お た か と の

お のお ると

るに祭祀 かに

たか るけ 像

ると る け
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か る ー教の ー ー

と の の た た る とか

にアジア と

か 交流 た と ると

（ ） 神教の か か と

と たの と と

か

（ ） ス 教 ス 教 る と

と

（ ） の 的 交流の 宗教的交流の

に ー か お か

（ ）宗教の と とに と

ー に か か の の と の

る と と に た の

宗教からの と の に る と

たけ ー に 神教の宗教

と お から 信 ら

る神と の に か た の の

神 に か の と の

と ると アジアの宗

教の ると か

ると と からの の け と

るの かと と

に たの かと から

のと ー の宗教と からアジアの宗教

と と から に ら る 神教と

の かと と に から

アジア の宗教の と の 的

・ 的 と の の

かと に る か

（ ） と た の宗教的 交流の

祭祀の の から 的の に

とお た け か

（ ） に かの るの

け 的 た の

と の る た 地

た る

と に 祭祀 の 国の 代か

ら けるの け の の 代とか

に る た の る た

宗教の に と

ら の神の特 け

流

 の神の お け

のお た ると 国の

の け る の

に の 宗教的 から

回の 間

の の に 島の に た

け か と る

の た からの たと か

ら 東アジアの る の か

の け から る た

る宗教 遺 た たと

の の 祭祀に た

と

 的 沖ノ島 る ル 産の

ス る 国の の の

の た に に た に

の たの かと から た の祭祀

の の たの かと に

的 け

 と たけ と の

け の 国 の に

け と た の に るか

る ア の か から ア

る 国 東 アジアから る

島の 祭祀

の の か 的に 沖ノ島

たと

 の 間信仰 国の の 間信仰 島

の の 間信仰と の 間信仰 の

の 間信仰 研究

国 から と に

たのか ルー かるの か

（ ） と 的

祭祀の の 交 かの

か 国 教の に る神

た とか 地

国 の かと と から た

と と 業

と お の に

業 地 の たと と

か 国 る地 の像

の に のお地 と

の に と と お の

と と

お に から地

の に に

ー ら る地 の

の か に と

地 の るの 地 の に ると

と 地 た

け 地ら

る たの 信仰

に 地 の から の

に 代の と の

け と に 際 の

るか の の け

の のお の の るの

に 教 と か

間信仰の か の け

と お地 に

の 間と宗教の 宗教 教 教

の の間 る

に と と ると

に るの の神 の信

仰 と に ると

に るの と から

から の

かと と に ると 宗像 神

に 神と たのかと の

に ると のと お た

の の に の から と

のか み け 間

信仰 神 た の

み の た 流

宗教 間信仰の 教の 教の

らお に ール

ら 地域 た

た た と と

特に の の 国 か たと の

か たと の

た 神と の の神

の に るの

か と と ると の

け か か 関 た か

た た る の から

ると

（ ） 地 信仰と るの

と 地に ると と と

のお と と る

宗教 的

の と と

たの け の の と 間

信仰 ル と 国 国 に

的 るの と と と の

か た 教とか 教とか

と と の た のに る

（ ） の るの

教 か に と

間 の

の地 の に 地 みた た の

みた と る け か

の の宗教 の の宗教 の

の た る宗教 か

るの と と と

た 事 に と スと

ー と の るの 教

に の ス 教の神 と

ると の と

と と ー アに と ー

ア ス 教 の ース ス 教 の

け ー ア 信 る の ーと

神 と 国の 間に た と
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か る ー教の ー ー

と の の た た る とか

にアジア と

か 交流 た と ると

（ ） 神教の か か と

と たの と と

か

（ ） ス 教 ス 教 る と

と

（ ） の 的 交流の 宗教的交流の

に ー か お か

（ ）宗教の と とに と

ー に か か の の と の

る と と に た の

宗教からの と の に る と

たけ ー に 神教の宗教

と お から 信 ら

る神と の に か た の の

神 に か の と の

と ると アジアの宗

教の ると か

ると と からの の け と

るの かと と

に たの かと から

のと ー の宗教と からアジアの宗教

と と から に ら る 神教と

の かと と に から

アジア の宗教の と の 的

・ 的 と の の

かと に る か

（ ） と た の宗教的 交流の

祭祀の の から 的の に

とお た け か

（ ） に かの るの

け 的 た の

と の る た 地

た る

と に 祭祀 の 国の 代か

ら けるの け の の 代とか

に る た の る た

宗教の に と

ら の神の特 け

流

 の神の お け

のお た ると 国の

の け る の

に の 宗教的 から

回の 間

の の に 島の に た

け か と る

の た からの たと か

ら 東アジアの る の か

の け から る た

る宗教 遺 た たと

の の 祭祀に た

と

 的 沖ノ島 る ル 産の

ス る 国の の の

の た に に た に

の たの かと から た の祭祀

の の たの かと に

的 け

 と たけ と の

け の 国 の に

け と た の に るか

る ア の か から ア

る 国 東 アジアから る

島の 祭祀

の の か 的に 沖ノ島

たと

 の 間信仰 国の の 間信仰 島

の の 間信仰と の 間信仰 の

の 間信仰 研究

国 から と に

たのか ルー かるの か

（ ） と 的

祭祀の の 交 かの

か 国 教の に る神

た とか 地

国 の かと と から た

と と 業

と お の に

業 地 の たと と

か 国 る地 の像

の に のお地 と

の に と と お の

と と

お に から地

の に に

ー ら る地 の

の か に と

地 の るの 地 の に ると

と 地 た

け 地ら

る たの 信仰

に 地 の から の

に 代の と の

け と に 際 の

るか の の け

の のお の の るの

に 教 と か

間信仰の か の け

と お地 に

の 間と宗教の 宗教 教 教

の の間 る

に と と ると

に るの の神 の信

仰 と に ると

に るの と から

から の

かと と に ると 宗像 神

に 神と たのかと の

に ると のと お た

の の に の から と

のか み け 間

信仰 神 た の

み の た 流

宗教 間信仰の 教の 教の

らお に ール

ら 地域 た

た た と と

特に の の 国 か たと の

か たと の

た 神と の の神

の に るの

か と と ると の

け か か 関 た か

た た る の から

ると

（ ） 地 信仰と るの

と 地に ると と と

のお と と る

宗教 的

の と と

たの け の の と 間

信仰 ル と 国 国 に

的 るの と と と の

か た 教とか 教とか

と と の た のに る

（ ） の るの

教 か に と

間 の

の地 の に 地 みた た の

みた と る け か

の の宗教 の の宗教 の

の た る宗教 か

るの と と と

た 事 に と スと

ー と の るの 教

に の ス 教の神 と

ると の と

と と ー アに と ー

ア ス 教 の ース ス 教 の

け ー ア 信 る の ーと

神 と 国の 間に た と
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と から 際に る ると

ると と の た 国 に

と に 神 にお る

と と たの の と の

と 事 に に

ると と るのか と たの け

と の るの か

（ ） の 遺 の のお お ら

に たと

に ると と の交流 に るの け

の の 島と 島 るの

け の島 た の た に

の の た お に た の

の る たと た

と

 の から に るの け

から 国に るの

た と 事に 国に た

と と お た の

に たと から 代に

的 国の と の たの

から 国に るルー と

ルー の の 東

島回 から の た

の の の たと 宗

教的 たと お たと に

（ ） の 点から と と と の

に る け け

にお の の信仰 ると の

か の 業的 と の る た事

（ ） の に 国 たの け

か 際 の た に の

か 国 の た

と 間

（ ） た た にお た と

ると の け と から

島との関 と の た に 沖ノ島 るル

ー から宗像に の

関 の に流 るルー と から らの

から の交 と の た ル

の 沖ノ島 か 事 るとか

からか た 的 のに

らの のルー から 島 から

たルー と の 関 みた の

に た 島の 的 のとか 流

るルー と の 沖ノ島の に

の かと に沖

ノ島の祭祀の と から とかに る の

の 代 たか ス た の るの

か と に交 のルー に 沖ノ

島 るルー と の の

から との とか 古 的に か ると

教 た け と 古 と の け

（ ） の か る

と の け 沖ノ島の 的 お祀 の と

の の と け

た に 遺 と

の る に に 遺

と と関連 ける研究 と

の に 沖ノ島 たと たと に

とか と 東
と か

の の

と に と た交 の と

の たの と の と の

島 け 島 るの

の 古 群の に の に る

ら に 的 の るの

と る に 交と か

的 の ら たルー かと

るの と のと

のか と 宗像の地域

に関 るのか の と け

と 宗像の 島

の の ら から るの

から に ア ス（間） か 宗像

に たのかと と に ・ の

の からのルー と沖ノ島のルー と の

点 交 の 点 ると と 東 アジア

と の の と と た るの

け お に た か

ると と と とか と た た

の 沖ノ島 た に

たら たか と とに

た ると の

たか か か

（ ） の と

た 的に の に 沖ノ島

の 的 のお祀 た の の

ると 古 代の の の古 の の

と に ると の事 たと

に に と の る

に るの と た の スの

の

の の との関 る

のか と 仰ら た

に 祭祀の るかと と に

島 国から た た 沖ノ島 お祀

た と の に る の に

と たら か の け

交 的と た た と

の のか と お

ら スの の ると との

関 る ると の

る と から る

た た る と

の と る の の

か と

（ ） 地 の か か

（ ）沖ノ島の祭祀の ると の地域から に沖

ノ島 お祀 と た と

のお祀 の 遺 から み る と るの

か と の 神 沖ノ島に宿

ら お祀 ると た

から の かと

お ると ア の たの

かと たけ か ると

の の に た た た

の 沖ノ島 的 お祀 たの

か と と るの か と

け

（ ） 的 に仰ら たけ

たら の 的 から

と の 沖ノ島の特 け

の特 と に るの から の

に の に たら の

に る と と の け

か ると 像の た

の た と の の

た の の た

る け 沖ノ島 の

から に 的と か

と と 特 け

と と お るの

か と

（ ）た た に の祭祀の

的に 的 の

ルの 的 ると と ると

とか と た 古 的 遺

かと と 事 か の

点 か か

（ ） の る に に る

に た とかと

と の の の に 国 の

た る た

たの に 国からの交

島の の に か たのか

から 島に か たのか

け ると 地 の た に

けら た ら た の けた

た る との 国の た と地

のお との間にか ル

の ル の と から

の るお との ル の関

の 国の 信仰とか の交流の

に と と るのか
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と から 際に る ると

ると と の た 国 に

と に 神 にお る

と と たの の と の

と 事 に に

ると と るのか と たの け

と の るの か

（ ） の 遺 の のお お ら

に たと

に ると と の交流 に るの け

の の 島と 島 るの

け の島 た の た に

の の た お に た の

の る たと た

と

 の から に るの け

から 国に るの

た と 事に 国に た

と と お た の

に たと から 代に

的 国の と の たの

から 国に るルー と

ルー の の 東

島回 から の た

の の の たと 宗

教的 たと お たと に

（ ） の 点から と と と の

に る け け

にお の の信仰 ると の

か の 業的 と の る た事

（ ） の に 国 たの け

か 際 の た に の

か 国 の た

と 間

（ ） た た にお た と

ると の け と から

島との関 と の た に 沖ノ島 るル

ー から宗像に の

関 の に流 るルー と から らの

から の交 と の た ル

の 沖ノ島 か 事 るとか

からか た 的 のに

らの のルー から 島 から

たルー と の 関 みた の

に た 島の 的 のとか 流

るルー と の 沖ノ島の に

の かと に沖

ノ島の祭祀の と から とかに る の

の 代 たか ス た の るの

か と に交 のルー に 沖ノ

島 るルー と の の

から との とか 古 的に か ると

教 た け と 古 と の け

（ ） の か る

と の け 沖ノ島の 的 お祀 の と

の の と け

た に 遺 と

の る に に 遺

と と関連 ける研究 と

の に 沖ノ島 たと たと に

とか と 東
と か

の の

と に と た交 の と

の たの と の と の

島 け 島 るの

の 古 群の に の に る

ら に 的 の るの

と る に 交と か

的 の ら たルー かと

るの と のと

のか と 宗像の地域

に関 るのか の と け

と 宗像の 島

の の ら から るの

から に ア ス（間） か 宗像

に たのかと と に ・ の

の からのルー と沖ノ島のルー と の

点 交 の 点 ると と 東 アジア

と の の と と た るの

け お に た か

ると と と とか と た た

の 沖ノ島 た に

たら たか と とに

た ると の

たか か か

（ ） の と

た 的に の に 沖ノ島

の 的 のお祀 た の の

ると 古 代の の の古 の の

と に ると の事 たと

に に と の る

に るの と た の スの

の

の の との関 る

のか と 仰ら た

に 祭祀の るかと と に

島 国から た た 沖ノ島 お祀

た と の に る の に

と たら か の け

交 的と た た と

の のか と お

ら スの の ると との

関 る ると の

る と から る

た た る と

の と る の の

か と

（ ） 地 の か か

（ ）沖ノ島の祭祀の ると の地域から に沖

ノ島 お祀 と た と

のお祀 の 遺 から み る と るの

か と の 神 沖ノ島に宿

ら お祀 ると た

から の かと

お ると ア の たの

かと たけ か ると

の の に た た た

の 沖ノ島 的 お祀 たの

か と と るの か と

け

（ ） 的 に仰ら たけ

たら の 的 から

と の 沖ノ島の特 け

の特 と に るの から の

に の に たら の

に る と と の け

か ると 像の た

の た と の の

た の の た

る け 沖ノ島 の

から に 的と か

と と 特 け

と と お るの

か と

（ ）た た に の祭祀の

的に 的 の

ルの 的 ると と ると

とか と た 古 的 遺

かと と 事 か の

点 か か

（ ） の る に に る

に た とかと

と の の の に 国 の

た る た

たの に 国からの交

島の の に か たのか

から 島に か たのか

け ると 地 の た に

けら た ら た の けた

た る との 国の た と地

のお との間にか ル

の ル の と から

の るお との ル の関

の 国の 信仰とか の交流の

に と と るのか

75

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群　特別研究事業
第２回国際検討会「古代東アジアにおける地域間交流と信仰・祭祀」



と の 「 の 」と に け の

間 の 交 の

視 業と たの かと

研究 島の

け 島の の

の遺 か か の に

る の る 遺 とか

の ると る お た

に と るの

から の ると

業の と た 間の と の

古 の かる に

の の 沖ノ島と の ると か

地とか の

るの か と

（ ） の研究 み と

かお たの ー の 流

る ・ 古 群のと の る ー

みた のの と の と

の とか る る 事

か と た

（ ） の の から

とお と から ー

ると と とか の とか

お

た の の た け

の たのか の 交 と関 るの

か と たの の た

た 地 とか から 島

島 の に た

とた ると か の

地 とか か

た ー の に と の

古代から たの の

たら の かと と

（ ） に るの け の の

に 宗像・ 地域

に け

たけ の に に

とか る のス

に たけ の

の と た に と

る る と みた る ノ みた

の の から

沖ノ島の祭祀遺 の に 交流

に る 島との交流 るた

に の る 宗像地域の る

る に

の か

（ ） の ー の の け

た に と か か

の の の と

に 古 代から

と と と の古 と

代からの とか ら た た

か と の と

（ の み） から

から の け

と に ると

に と の の 地

ー と の 代

の遺 遺 の お ら

に遺 から の ー と

から宗像の た に

ると の 間 の ると

から お ら

ると 宗像 る に た と

るの の

の かるの た と の

お ら 地 と と

遺 と と

と た の と の か

（ ） と のか （

）の たけ の ー

と から に と

間の のと と

から 古 の の の たと

か の

る た と古 代の ・

的 的 と の

に ると

国 東 に る 島から

島から 島 の の と の

に る け から

の と仰る ら の の る から

的 的 と に る

る の ら の

ージ 古 代の ・ た の

かと

（ ） の祭祀の ・ 的の の け

ルー の のルー か け

る の と の

ると と か た 沖ノ島の に

るの 祭祀から 祭祀の遺 の ると

と るかと と

たと お 的 に

たの に る

る みた と

た交流の に の お か た け

た

（ ） 業 の 沖ノ島の

東 に の 島か 島 か

仰 た に の 島

ら から に の東

に 島 るの 島 島 島 島と

の島 るの たら

島 た に け 島に

か る 関 た みた

ら 島 たの け 宗像 島と沖ノ島

の間に と る から

に るの と

と と 代の

神 に たの と け 宗像の 島

の 島に沖ノ島 る 業 から たら

から 島の 業 に る る 代

と 島に た の に 遺

と と か と

ら る から

仰 た に 的 交 と

的 る ュアル ける

と と から たら

た 島 島の

か の

るから か と 島 の

たら かと

たら ると から るのか

と とと 島から る に た

に る け の か

け るの と る

の か たら に 交 に

け の から

の お

島 の の と と

る

の に と とに ると と

のお か るの から ら

と の の の

の た

から と る けの の か

ら と の た別の

るの と の に るお

と

（ ） と た かに に

に ー ーとか 代 から か

の に と 古代

ると の沖ノ島の東 宗像 の

ー の の ー のか みた に

に お たけ

（ ） の の と か と

に 古 の 古 国 け

る 研究 ると る に の

ー ー と の ・

の の の遺 の の

た け 的

け とか と と

の る ・ の
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と の 「 の 」と に け の

間 の 交 の

視 業と たの かと

研究 島の

け 島の の

の遺 か か の に

る の る 遺 とか

の ると る お た

に と るの

から の ると

業の と た 間の と の

古 の かる に

の の 沖ノ島と の ると か

地とか の

るの か と

（ ） の研究 み と

かお たの ー の 流

る ・ 古 群のと の る ー

みた のの と の と

の とか る る 事

か と た

（ ） の の から

とお と から ー

ると と とか の とか

お

た の の た け

の たのか の 交 と関 るの

か と たの の た

た 地 とか から 島

島 の に た

とた ると か の

地 とか か

た ー の に と の

古代から たの の

たら の かと と

（ ） に るの け の の

に 宗像・ 地域

に け

たけ の に に

とか る のス

に たけ の

の と た に と

る る と みた る ノ みた

の の から

沖ノ島の祭祀遺 の に 交流

に る 島との交流 るた

に の る 宗像地域の る

る に

の か

（ ） の ー の の け

た に と か か

の の の と

に 古 代から

と と と の古 と

代からの とか ら た た

か と の と

（ の み） から

から の け

と に ると

に と の の 地

ー と の 代

の遺 遺 の お ら

に遺 から の ー と

から宗像の た に

ると の 間 の ると

から お ら

ると 宗像 る に た と

るの の

の かるの た と の

お ら 地 と と

遺 と と

と た の と の か

（ ） と のか （

）の たけ の ー

と から に と

間の のと と

から 古 の の の たと

か の

る た と古 代の ・

的 的 と の

に ると

国 東 に る 島から

島から 島 の の と の

に る け から

の と仰る ら の の る から

的 的 と に る

る の ら の

ージ 古 代の ・ た の

かと

（ ） の祭祀の ・ 的の の け

ルー の のルー か け

る の と の

ると と か た 沖ノ島の に

るの 祭祀から 祭祀の遺 の ると

と るかと と

たと お 的 に

たの に る

る みた と

た交流の に の お か た け

た

（ ） 業 の 沖ノ島の

東 に の 島か 島 か

仰 た に の 島

ら から に の東

に 島 るの 島 島 島 島と

の島 るの たら

島 た に け 島に

か る 関 た みた

ら 島 たの け 宗像 島と沖ノ島

の間に と る から

に るの と

と と 代の

神 に たの と け 宗像の 島

の 島に沖ノ島 る 業 から たら

から 島の 業 に る る 代

と 島に た の に 遺

と と か と

ら る から

仰 た に 的 交 と

的 る ュアル ける

と と から たら

た 島 島の

か の

るから か と 島 の

たら かと

たら ると から るのか

と とと 島から る に た

に る け の か

け るの と る

の か たら に 交 に

け の から

の お

島 の の と と

る

の に と とに ると と

のお か るの から ら

と の の の

の た

から と る けの の か

ら と の た別の

るの と の に るお

と

（ ） と た かに に

に ー ーとか 代 から か

の に と 古代

ると の沖ノ島の東 宗像 の

ー の の ー のか みた に

に お たけ

（ ） の の と か と

に 古 の 古 国 け

る 研究 ると る に の

ー ー と の ・

の の の遺 の の

た け 的

け とか と と

の る ・ の
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的 と

と と と 島

る け 特に と の と の

ると ア と と るの

特に ル か にア

る ルアー

る に る

る 間 関 る の連 お ら

業の の の

の 国と 的に の け の点

の お ら と 回の 祭

たけ の る

に ると

と 神 に る の３か か

の お ら ・ のルー

連 と お ら から東に 回 連

の に と 島 の

の の 域に と に か

の た に

た と ー たのか の

け と宗教関 の る

と の 宗教 の と の

と に ると のか

と ると 沖ノ島のルー と

・ のルー から東の に

・ の に る け け

のルー の関 と の た る に

るの か と

（ ） の とか ると とか 古

代から か

（ ） に

に の の か

け に ると 的に の

の ら た と のア

と の に お の と

ると に 的

お た の に

から た ア ると の

的 と たの け

（ ） る の 会

たの る たと と

か

（ ） の の

の から に

か の け の け

のと に るの から

か 国 の

国 の から

か 国か 国から 的に の

と の 的に る

と るのか か

か と の に

の と の のか

事 る に た に

か 関 ると 事 間 の

か と

（ ） の みた に ると

の の ケの ー と か

国的 の の か

交流 ると と たと の け

ると るか

（ ） の

の た に の

と の に る るの

け の の に

る の

の に る

る の

る るの の

に る に の

の の

け の の の に に た

る 流 と たと に たら

か と に の

の るの た 代・ の

代の の の の か

るの る た の に

の るの るに の に

と の た と

島の の のと か

古 群

ると 的 と ー と の関 と

に に古 群 ると

る からかと 宗像 の

と の のと ると の の古

群 の 代の 的に 地 け

たのか と た と た た ノ

と のか け

ると 遺 の古 代から け

た に

る 遺 の の

と と た け か と の け

の から ると と か

に け たら の の

か か ると と

の研究とか の研究 に る と の

け た の 代 の け 古

の 代 に に

お と 遺

とか から と

と の け と

の のと の と と ら

の の け の の け

とか 代 宗像の

の とか の とか

か から に 古 代からの交

と た 的に の

た に 古 群の と沖ノ島の関

に ると の の 沖ノ島の

祭祀の からかと に た に の

の たの け の た に

神 る に るのか か

ら の ら の の 神

た に るのか に るのかと

と と た と

の関 に関 の か

の か の の

の古 群 の の とか から

的 の たか かの に

かの と ら た

ると 的 と た るの

の の かに る と

るの け 的に に の

かに ル る け

に け に る け

かに る と 間 と る

と ら の る と る

るかと の 関 かと の と

の かと から ら る

の け た に 交 けの

る に と お ら の のと に

た に るの と の け

か る 宗像 の

る ら か の

たと ら るの ると け

の遺 るかと と

け から の 的 と

ると 島 の の遺 と の

的に に るの か た

かに ると け ると

の に と る 的

ると と と

の の る の と の

の かと と るの

け の ・ ると

とか の に るの かと の

け の ら と ると

かに 代の古 群 た

ると の け か

た地域か け か

と ると の か たの

かと と の に たけ

（ ） の の とか の と

と関 お た た と たの

の の の の け
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的 と

と と と 島

る け 特に と の と の

ると ア と と るの

特に ル か にア

る ルアー

る に る

る 間 関 る の連 お ら

業の の の

の 国と 的に の け の点

の お ら と 回の 祭

たけ の る

に ると

と 神 に る の３か か

の お ら ・ のルー

連 と お ら から東に 回 連

の に と 島 の

の の 域に と に か

の た に

た と ー たのか の

け と宗教関 の る

と の 宗教 の と の

と に ると のか

と ると 沖ノ島のルー と

・ のルー から東の に

・ の に る け け

のルー の関 と の た る に

るの か と

（ ） の とか ると とか 古

代から か

（ ） に

に の の か

け に ると 的に の

の ら た と のア

と の に お の と

ると に 的

お た の に

から た ア ると の

的 と たの け

（ ） る の 会

たの る たと と

か

（ ） の の

の から に

か の け の け

のと に るの から

か 国 の

国 の から

か 国か 国から 的に の

と の 的に る

と るのか か

か と の に

の と の のか

事 る に た に

か 関 ると 事 間 の

か と

（ ） の みた に ると

の の ケの ー と か

国的 の の か

交流 ると と たと の け

ると るか

（ ） の

の た に の

と の に る るの

け の の に

る の

の に る

る の

る るの の

に る に の

の の

け の の の に に た

る 流 と たと に たら

か と に の

の るの た 代・ の

代の の の の か

るの る た の に

の るの るに の に

と の た と

島の の のと か

古 群

ると 的 と ー と の関 と

に に古 群 ると

る からかと 宗像 の

と の のと ると の の古

群 の 代の 的に 地 け

たのか と た と た た ノ

と のか け

ると 遺 の古 代から け

た に

る 遺 の の

と と た け か と の け

の から ると と か

に け たら の の

か か ると と

の研究とか の研究 に る と の

け た の 代 の け 古

の 代 に に

お と 遺

とか から と

と の け と

の のと の と と ら

の の け の の け

とか 代 宗像の

の とか の とか

か から に 古 代からの交

と た 的に の

た に 古 群の と沖ノ島の関

に ると の の 沖ノ島の

祭祀の からかと に た に の

の たの け の た に

神 る に るのか か

ら の ら の の 神

た に るのか に るのかと

と と た と

の関 に関 の か

の か の の

の古 群 の の とか から

的 の たか かの に

かの と ら た

ると 的 と た るの

の の かに る と

るの け 的に に の

かに ル る け

に け に る け

かに る と 間 と る

と ら の る と る

るかと の 関 かと の と

の かと から ら る

の け た に 交 けの

る に と お ら の のと に

た に るの と の け

か る 宗像 の

る ら か の

たと ら るの ると け

の遺 るかと と

け から の 的 と

ると 島 の の遺 と の

的に に るの か た

かに ると け ると

の に と る 的

ると と と

の の る の と の

の かと と るの

け の ・ ると

とか の に るの かと の

け の ら と ると

かに 代の古 群 た

ると の け か

た地域か け か

と ると の か たの

かと と の に たけ

（ ） の の とか の と

と関 お た た と たの

の の の の け
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の た けたらと

け

（ ） のお とお

る の け の の の に

の 代 の る の の

た の お ら 的

に の け 古代の 祭 の

の から の の の

の る と の に るの

の る か の

か か の け の

の の の る と

る の ー ・ ・ みた

の から に から から

に の か

事 か る と と 神 の

の の か の の の るの

け か 関 ら け け

の と ると か

（ ） 古 の 点から と 代

の の

る 像の の るの の と

の に る 像の のお ら

ー ス のジ ス ー る の に

の た に

に と 間との関

の に の に の

の る と ー

るの の の ると

と 古 的に から の

の たの かと

るの に の

る の に と

お 間 と お

ら スー ー ュ ル のと 的

の関 に関 る

と と 古 的に

（ ）祭祀における の る 宗像 神の

た の た に た とに

かと

仰 た の のお

る け

ると か

（ ）（ 像 る）

（ ） る

る か た ー と （ に）

た（ のと ）

 と 間

たの に 的に の神 の

・ た 間 の祭祀と と 仰

の とかの事 る 遺 の

たと 神神 の 神

るとか る 祭祀の に る

と と 地と の るか

ら ・ た 間と のと

の に るの かと た

け の点 か か

（ ） と 祀る に

おか る に お ら か に

る と と 祀るのかと と

お ら 神と る の と

祭に ら る る に

祀ると ー る け

に ると古 における ・

・ の の 群 の と

と と るのか から

ー の と た

と

（ ） と と た と た

た 間 と か のお の

のお に たの け 沖ノ島の

祭祀 特に に ら る の 古 の に た

遺 ると と 古 の祭祀と沖ノ島の祭祀

ると お たと の

の点 か か 祭祀みた のと

と の の るか

（ ）お ら と に た

る た る る か

のに の ると の

ー 流 ると ら ると と

た るの と から

から 回 と関連 お たら か

たと の

と の た た た

と の と と ー と

か交流の 宗像 ると に 交流

ると に た 沖ノ島 け か の

かと るの か

かる に 宗像と 島の に るの

かに宗像の古 か ノ と

か る け とか るとか のに

関 るの と け お ら とか

と た た ると の け

た 沖ノ島に ける け の

東 交流 ると と の の

と け の

の の と

るの たら の

とか た るとか る の

の 国に ると

の とか の の の た の と

お ら る から

島 島 の の の た との関

から 宗像 と 交流 る

と ると の た

の る に

た 宗像 け るの け のと

る け に

の 島との交流 か

ると るの から

・ のルー に ルー か

と か から ると

宗像 から の るルー

沖ノ島から るのか 遺

の る け か 沖ノ島 と

の る け から

から の の と

と から 宗像 の から に

とかから ると け

の に ると から

と 宗像 の のの 交流のルー の る

ルー と に のか と

た

（ ） た の の と宗像の信

仰 る ケの ー と た け

け る るか と

（ ） の と

たの の の

のた の の かけ

る と の たの かと

か かと と と の

の るに神 の神 か 神

遺 と る国 祭祀と る ス 事に

た に の

た ル か

の け 「お ら から」と

の た たたか 間神

たと から 神との関 国 との

関 の ー ー る

宗教的 代の の に に る

の から

ー ー のか のか 特 沖ノ島の と

たら 神の の ける るの か

から の に け と の古代

か か たのかと

会 と

の と お の と

の に るの から に

とか の る の と

に と お と宗教的

るとか るとか ル

たの 神の と

の と

沖ノ島 けの 仰 た に

ー ー たら と るのかと
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の た けたらと

け

（ ） のお とお

る の け の の の に

の 代 の る の の

た の お ら 的

に の け 古代の 祭 の

の から の の の

の る と の に るの

の る か の

か か の け の

の の の る と

る の ー ・ ・ みた

の から に から から

に の か

事 か る と と 神 の

の の か の の の るの

け か 関 ら け け

の と ると か

（ ） 古 の 点から と 代

の の

る 像の の るの の と

の に る 像の のお ら

ー ス のジ ス ー る の に

の た に

に と 間との関

の に の に の

の る と ー

るの の の ると

と 古 的に から の

の たの かと

るの に の

る の に と

お 間 と お

ら スー ー ュ ル のと 的

の関 に関 る

と と 古 的に

（ ）祭祀における の る 宗像 神の

た の た に た とに

かと

仰 た の のお

る け

ると か

（ ）（ 像 る）

（ ） る

る か た ー と （ に）

た（ のと ）

 と 間

たの に 的に の神 の

・ た 間 の祭祀と と 仰

の とかの事 る 遺 の

たと 神神 の 神

るとか る 祭祀の に る

と と 地と の るか

ら ・ た 間と のと

の に るの かと た

け の点 か か

（ ） と 祀る に

おか る に お ら か に

る と と 祀るのかと と

お ら 神と る の と

祭に ら る る に

祀ると ー る け

に ると古 における ・

・ の の 群 の と

と と るのか から

ー の と た

と

（ ） と と た と た

た 間 と か のお の

のお に たの け 沖ノ島の

祭祀 特に に ら る の 古 の に た

遺 ると と 古 の祭祀と沖ノ島の祭祀

ると お たと の

の点 か か 祭祀みた のと

と の の るか

（ ）お ら と に た

る た る る か

のに の ると の

ー 流 ると ら ると と

た るの と から

から 回 と関連 お たら か

たと の

と の た た た

と の と と ー と

か交流の 宗像 ると に 交流

ると に た 沖ノ島 け か の

かと るの か

かる に 宗像と 島の に るの

かに宗像の古 か ノ と

か る け とか るとか のに

関 るの と け お ら とか

と た た ると の け

た 沖ノ島に ける け の

東 交流 ると と の の

と け の

の の と

るの たら の

とか た るとか る の

の 国に ると

の とか の の の た の と

お ら る から

島 島 の の の た との関

から 宗像 と 交流 る

と ると の た

の る に

た 宗像 け るの け のと

る け に

の 島との交流 か

ると るの から

・ のルー に ルー か

と か から ると

宗像 から の るルー

沖ノ島から るのか 遺

の る け か 沖ノ島 と

の る け から

から の の と

と から 宗像 の から に

とかから ると け

の に ると から

と 宗像 の のの 交流のルー の る

ルー と に のか と

た

（ ） た の の と宗像の信

仰 る ケの ー と た け

け る るか と

（ ） の と

たの の の

のた の の かけ

る と の たの かと

か かと と と の

の るに神 の神 か 神

遺 と る国 祭祀と る ス 事に

た に の

た ル か

の け 「お ら から」と

の た たたか 間神

たと から 神との関 国 との

関 の ー ー る

宗教的 代の の に に る

の から

ー ー のか のか 特 沖ノ島の と

たら 神の の ける るの か

から の に け と の古代

か か たのかと

会 と

の と お の と

の に るの から に

とか の る の と

に と お と宗教的

るとか るとか ル

たの 神の と

の と

沖ノ島 けの 仰 た に

ー ー たら と るのかと
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の （

）の と  

（ ） の 会 た

の 「古代東アジアにお

ける宗教的交流と宗像・沖ノ島」と と

た と お け のと

に 的 ー た

た

の と け 「沖ノ島と か」

的 「 沖ノ島 沖ノ島に

たのか」 沖ノ島と お の

の と の と に た け

の 業に 関 と の た け

け 沖ノ島と の の るの

た お祀 と る の と の

的に た の に

祀る 神 たけ る ら

に けら

沖ノ島 沖ノ島に の沖ノ島に

た け 「 沖ノ島 沖ノ島に たのか」と

とに た の と ー に

際 た るた に る たと

たけ 「 沖ノ島 の の沖ノ島に た

のか」 の の と らかに け

「沖ノ島と か」と に究 的に る と

と お の の に

る と と た と

的 と の の

に

た との らかに る と

の の と のと た

代 地域に た た の と

ると と 祀 と た 特 ける

間の 的に た との の 沖

ノ島 に か の

と に るのかと と に

らかに ると から か の に ア

ー と

たら お と

け の２ 間の にお に

に か の に るに る

・ と の たと

地 から

た た に

の に ると と の

から の に る 流

から に に

た 流とか から

た ると と るか

と の ・ とか た

から た祀 の の

に る宗教と る 間の と

の に る

る け け たのか

る 代に特 信仰宗教の

の のに のか とと の

沖ノ島に 特 のと から の と る

の と るの かと に

にお の

かと お

け 沖ノ島 のか

特に のと に た の の の

たけ 沖ノ島の の の と

の の の か たと と の

ると と に る

から ると と

に るのかと と た

と ・ と ー

か の か お け ー

た 沖ノ島に連 る宗像と の 沖

ノ島 る の に たと る ら

のか ・ の のかと

の の流 の か

け ら 古 に るの

かと

に に の の沖ノ

島 た に沖ノ島と の の

る の ・ の 祀る

の お ら 古 お

ら 地域 とに ー

祀 たの と の

お ら ３ に る 特別

祀る祀 と 古 の遺 の の と の

る る の

る る の

る と の ると の

る 島 る

に るの に る け け

の の た 神 と

る 祭祀遺 と の る の

ー と に る に る

流 る から の祭祀の 古 の

と と の の と に

の か と

（ ） の の古 の祭祀 の

に たと の た の

とか 連 ると か

（ ）た と の地域

の特別 の遺 から る

の地域 たの

の遺 ると とに る け

け に る お ら の

に たら の地域

るの ースに ら 地域の

に る の と

（ ） の間 古代東アジアにおける宗

教的交流に 宗教的交流に

信仰の 宗教の交流 信仰の 交流と

に ると とと から

の の る の に

古 的に た 的に かと

と か と と たと から

祭祀に の 的に ル

的 ル 的 み

るかと の 的 る る

的 るけ の た

ると と る た る交流

と と 交 の 点と る地 る

と とと に の交流の ると

お に たと た交流の

の 国 け る 地域

け 間信仰と た ルの の

る ると た と る

と とに たか と た

の討 の 事 関 と

の とか た の る け

と の

かと と 国 宗教

地の る 地の る る と

た と から と と

の地域 けの と と

に かと と ると

とに た に と と

に お たの た の

の と の お

ら る に ると におけ

る の と るか と たの

と 間 に る と

た に たら の 間 お

と の と

の た と
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の （

）の と  

（ ） の 会 た

の 「古代東アジアにお

ける宗教的交流と宗像・沖ノ島」と と

た と お け のと

に 的 ー た

た

の と け 「沖ノ島と か」

的 「 沖ノ島 沖ノ島に

たのか」 沖ノ島と お の

の と の と に た け

の 業に 関 と の た け

け 沖ノ島と の の るの

た お祀 と る の と の

的に た の に

祀る 神 たけ る ら

に けら

沖ノ島 沖ノ島に の沖ノ島に

た け 「 沖ノ島 沖ノ島に たのか」と

とに た の と ー に

際 た るた に る たと

たけ 「 沖ノ島 の の沖ノ島に た

のか」 の の と らかに け

「沖ノ島と か」と に究 的に る と

と お の の に

る と と た と

的 と の の

に

た との らかに る と

の の と のと た

代 地域に た た の と

ると と 祀 と た 特 ける

間の 的に た との の 沖

ノ島 に か の

と に るのかと と に

らかに ると から か の に ア

ー と

たら お と

け の２ 間の にお に

に か の に るに る

・ と の たと

地 から

た た に

の に ると と の

から の に る 流

から に に

た 流とか から

た ると と るか

と の ・ とか た

から た祀 の の

に る宗教と る 間の と

の に る

る け け たのか

る 代に特 信仰宗教の

の のに のか とと の

沖ノ島に 特 のと から の と る

の と るの かと に

にお の

かと お

け 沖ノ島 のか

特に のと に た の の の

たけ 沖ノ島の の の と

の の の か たと と の

ると と に る

から ると と

に るのかと と た

と ・ と ー

か の か お け ー

た 沖ノ島に連 る宗像と の 沖

ノ島 る の に たと る ら

のか ・ の のかと

の の流 の か

け ら 古 に るの

かと

に に の の沖ノ

島 た に沖ノ島と の の

る の ・ の 祀る

の お ら 古 お

ら 地域 とに ー

祀 たの と の

お ら ３ に る 特別

祀る祀 と 古 の遺 の の と の

る る の

る る の

る と の ると の

る 島 る

に るの に る け け

の の た 神 と

る 祭祀遺 と の る の

ー と に る に る

流 る から の祭祀の 古 の

と と の の と に

の か と

（ ） の の古 の祭祀 の

に たと の た の

とか 連 ると か

（ ）た と の地域

の特別 の遺 から る

の地域 たの

の遺 ると とに る け

け に る お ら の

に たら の地域

るの ースに ら 地域の

に る の と

（ ） の間 古代東アジアにおける宗

教的交流に 宗教的交流に

信仰の 宗教の交流 信仰の 交流と

に ると とと から

の の る の に

古 的に た 的に かと

と か と と たと から

祭祀に の 的に ル

的 ル 的 み

るかと の 的 る る

的 るけ の た

ると と る た る交流

と と 交 の 点と る地 る

と とと に の交流の ると

お に たと た交流の

の 国 け る 地域

け 間信仰と た ルの の

る ると た と る

と とに たか と た

の討 の 事 関 と

の とか た の る け

と の

かと と 国 宗教

地の る 地の る る と

た と から と と

の地域 けの と と

に かと と ると

とに た に と と

に お たの た の

の と の お

ら る に ると におけ

る の と るか と たの

と 間 に る と

た に たら の 間 お

と の と

の た と
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と の に る か と

た と 事かと

 ると の祭祀に の

神 た る と か と の

た の神 に 祭祀の と

に の たと

と と 「 る」と

と 「

る」と と の け 島 神 ると

と に る とと か の とと

に た神

の ると た お

ら 沖ノ島 の る のと たと

るの の か から

る 「 る」と た

とに 信仰の と の る島の と と

の の るの かと

信仰に ると

の 信仰

と と ら の 島 信仰の と

ると と の かと

と に た た と

（ ） と の のお の

から の沖ノ島に るの と

ら と お

たと か る と

たけ から 祭祀 た

たの の る 遺

る の から と と

の 的 る に沖ノ島 たの

かと お の 古代の交流のみ

ら にお た る と

の の 域 た の

た と との に る の

に た神 宿ら ・交

・ ・ る神 と

る け け た と にと

け にと

的 かと 沖ノ島 け の

かと の の

（ ） ー に と

た 「神宿る島」  と

たと に 島 信仰の のか と の島に

宿る神 信仰の のか たの け

の か た

かと に お 「神宿

る島」と ス ー に と 島に宿 る神

お ら 信仰の の と み

ると の け  と と

らに るの かと 島 信仰の

島に宿る神 信仰の ら

るの た  と かと

お

（ ） の と に た たの と

か たと の 沖ノ島 沖ノ島に たの

かと と と の から

たのかと と に る

の 沖ノ島と

の の る の の の に か

け と の る

と とから かける と

ると と に る け け 際に

る ると に に

のか に

ると と に

ると と と のか

に の の 地の

と る と のかと に

た と

 沖ノ島の に お祀 の島に たと

の 国 ると 特 事 け

の の

・ ー の に 古代 国と の

た に た ス 教の とに お

た と と

の と の る の

的 の 沖ノ島 け る の

沖ノ島 の る の と

お祀 の島と の と の け

の に の の 業と の

仰 た に た け

か に と の

の に る と の

た たと

の島と の に の に

た と る け とに の

との関 の に る と るの

か から と とに

遺産 遺産と の における

る とに 地域 会と から の

と に ると とに けるの

かと

の た に

の から た ルの

た と に

た と た とに

に と ージ か る に

かと お お た

 に の から特にア ール

たの け ・ ー に

ると と から た

た と

（ ） の の

スの 沖ノ島と から の

と と た の ・ ・ ・

の 古 群 と たと

の か に 遺産 会

の 産 ら た け

に か る の け 沖ノ島

る る 沖ノ島 信仰 る の に

かか お た 産の に

に 「神宿る島」と の神宿る島と

  

「 る島」に るの

に「神宿る島」と に た

ら に るの か 「神 宿る島」 と の

かと と 「島に宿る神」と ると

の かと るの け 神と

と ー ー に 島

信仰 るのか神 信仰 るのかと 点 の

スの の の ・ に 沖ノ

島 信仰 る ・

に たのかと たと に ら

たか 島 信仰 と ら

と の

島に宿る神 信仰の

た 神 と に宿

るのか 間の に神 宿ら お祀

ると 回 沖ノ島の と との

に に る沖ノ島 に神 宿ら お祀

沖ノ島 たと と

ると ・ に の お るか

と と に 間の と

祭祀 るの と と た

の かと お ら るの

かと の 代からと た

け の に に沖ノ島 と るお祀

たと 沖ノ島 ると からお祀

の かと の 沖ノ島の 沖ノ島

に る信仰 る け 際

島の沖 に ら たと

た 沖ノ島 と た

お祀 たと と るの の

に 沖ノ島の の神 た

沖ノ島 信仰 たのか

沖ノ島に神 宿ら お祀 たと た

の かと お の か か

と と

（ ）沖ノ島の の の に

 に たかの に

た の と

る る ると

ら ス け

る ると 事 の

の の の に る と と 事
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と の に る か と

た と 事かと

 ると の祭祀に の

神 た る と か と の

た の神 に 祭祀の と

に の たと

と と 「 る」と

と 「

る」と と の け 島 神 ると

と に る とと か の とと

に た神

の ると た お

ら 沖ノ島 の る のと たと

るの の か から

る 「 る」と た

とに 信仰の と の る島の と と

の の るの かと

信仰に ると

の 信仰

と と ら の 島 信仰の と

ると と の かと

と に た た と

（ ） と の のお の

から の沖ノ島に るの と

ら と お

たと か る と

たけ から 祭祀 た

たの の る 遺

る の から と と

の 的 る に沖ノ島 たの

かと お の 古代の交流のみ

ら にお た る と

の の 域 た の

た と との に る の

に た神 宿ら ・交

・ ・ る神 と

る け け た と にと

け にと

的 かと 沖ノ島 け の

かと の の

（ ） ー に と

た 「神宿る島」  と

たと に 島 信仰の のか と の島に

宿る神 信仰の のか たの け

の か た

かと に お 「神宿

る島」と ス ー に と 島に宿 る神

お ら 信仰の の と み

ると の け  と と

らに るの かと 島 信仰の

島に宿る神 信仰の ら

るの た  と かと

お

（ ） の と に た たの と

か たと の 沖ノ島 沖ノ島に たの

かと と と の から

たのかと と に る

の 沖ノ島と

の の る の の の に か

け と の る

と とから かける と

ると と に る け け 際に

る ると に に

のか に

ると と に

ると と と のか

に の の 地の

と る と のかと に

た と

 沖ノ島の に お祀 の島に たと

の 国 ると 特 事 け

の の

・ ー の に 古代 国と の

た に た ス 教の とに お

た と と

の と の る の

的 の 沖ノ島 け る の

沖ノ島 の る の と

お祀 の島と の と の け

の に の の 業と の

仰 た に た け

か に と の

の に る と の

た たと

の島と の に の に

た と る け とに の

との関 の に る と るの

か から と とに

遺産 遺産と の における

る とに 地域 会と から の

と に ると とに けるの

かと

の た に

の から た ルの

た と に

た と た とに

に と ージ か る に

かと お お た

 に の から特にア ール

たの け ・ ー に

ると と から た

た と

（ ） の の

スの 沖ノ島と から の

と と た の ・ ・ ・

の 古 群 と たと

の か に 遺産 会

の 産 ら た け

に か る の け 沖ノ島

る る 沖ノ島 信仰 る の に

かか お た 産の に

に 「神宿る島」と の神宿る島と

  

「 る島」に るの

に「神宿る島」と に た

ら に るの か 「神 宿る島」 と の

かと と 「島に宿る神」と ると

の かと るの け 神と

と ー ー に 島

信仰 るのか神 信仰 るのかと 点 の

スの の の ・ に 沖ノ

島 信仰 る ・

に たのかと たと に ら

たか 島 信仰 と ら

と の

島に宿る神 信仰の

た 神 と に宿

るのか 間の に神 宿ら お祀

ると 回 沖ノ島の と との

に に る沖ノ島 に神 宿ら お祀

沖ノ島 たと と

ると ・ に の お るか

と と に 間の と

祭祀 るの と と た

の かと お ら るの

かと の 代からと た

け の に に沖ノ島 と るお祀

たと 沖ノ島 ると からお祀

の かと の 沖ノ島の 沖ノ島

に る信仰 る け 際

島の沖 に ら たと

た 沖ノ島 と た

お祀 たと と るの の

に 沖ノ島の の神 た

沖ノ島 信仰 たのか

沖ノ島に神 宿ら お祀 たと た

の かと お の か か

と と

（ ）沖ノ島の の の に

 に たかの に

た の と

る る ると

ら ス け

る ると 事 の

の の の に る と と 事
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たの け 「宿る」と

の か か と に

と と るの け る の特

的 ると に神 ると

か に るの に に

「 」 古事 の「 」

ら ると ス

回か た たと に

神 る  と

た から に「おら る」 か

ら と に るか

と スの の

た たけ ージ ると

か のか 地域間 国 間の ー

ーに る る 沖ノ島の

特 の の に ると 特

る に 「お 」と

と地域間の ー ーに る に けると

か の かと

（ ） か の の の

と の か かに と の に

ると と か にお た の

け ら た 特に に

け る と 点

たと に た る の

と のに ス の に か

か の と の と に ると

の け の の お祀 の に

ると と

（ ） 国の に る の

の みた 地 に

た 国 る の の

に る と の

たと け 地

か から の の 地 と

信仰 ると の の た

と の 国の東 と の

か と東の から と

信仰 に に る け

に るか か から け

国 か ると と

（ ） と ーみた

の の に み と と に

る け け の に の の とか

ると に に み のかと と に

と お た け

（ ） の に 信仰 に る と るの

け ると か

信仰 ると 仰 た に

と 信仰 け ると

る け 信仰と ると

か と と の沖 に

地 ると たけ 地

か か たの

（ ） に たかと と の

の と のに 信仰の

ーの ス に ー ー る

と たと の け 間 らかの

に たると と の ー ー

る にお た の け

ー ー る の ー ー

ー ー ー ーに ると とに

か 流とか と るの か

（ ） 流の の た

島 たの 流 た

と の から たの

と かと たら 島に のに のルー

たら け か地 と

たの たか

たか の た から

の と と の 国の の

に から から と

と 祀 た

と る に

の に と ら

に 沖ノ島 遺産に

た か アの 島に る

ア ア に ア アと 遺 るの

とに ・ ー に

た た と け

か か

（ ） ス の 遺産の 点から

と の 神 と と の

け ら の の に た

の 島 か た の の島 か た の

たの から 沖ノ島 か た のと

の 特別 ると と 遺産に

たと と 遺産に るた に

的 の 宗教的 の ると け

の る の る

るのかと と の

の る の に 沖ノ島の

島 か た の るとか か

ら 遺 るとか た の

ス 遺産と たの と

 から宗教に 沖ノ島 た

るかと け ス の宗

教 ジ ジ たと け た

た 沖ノ島 ら の

る点と の た け

ー に 教会 た け

遺産 からと 事に る

け 宗教 の信仰の と 教会と

の ると と の 的 遺産

る に の ると に

た遺産的 から た の宗教の

信仰の と の と と 回の ス

と の と 宗教と 沖ノ島

た と るの と

（ ） お た に に の沖ノ島と の

の に たのか

の とかに

た と と

から の 的 信仰と の

ージ と に る

らかの と と 間の と の

ると と お たけ の 沖ノ

島と の 特 と から 的 の宗

教の と のから たと に と

か のに け た た と

（ ） の点 の け 間 神

るか 間 の のの 関

ると の のと に ル の

とに ると る

の の の の の の の に る

間にと と特別 に

け 沖ノ島の 島の の

る か の の

に の にか る

たら 島 たら

のか に の に

と に る 回か ら

た たけ の から

る 間の ルの から

特別 ると とに ると

の 遺産の の アー

の の スに

の る ル かに

る 的に に る

ル かに ース ス

教の信仰の に ースに 信仰

に ス 教 か る に

点 に

から の の の から

の の アー みた 古代の 間

と特別 と に

る 国 間の 地域間の ー ーに

ると と に沖ノ島の特 に る

のか る の 域の の特別

国 地域

の に の の ると

特別 沖ノ島にと

に る に ると

け と か の かと
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たの け 「宿る」と

の か か と に

と と るの け る の特

的 ると に神 ると

か に るの に に

「 」 古事 の「 」

ら ると ス

回か た たと に

神 る  と

た から に「おら る」 か

ら と に るか

と スの の

た たけ ージ ると

か のか 地域間 国 間の ー

ーに る る 沖ノ島の

特 の の に ると 特

る に 「お 」と

と地域間の ー ーに る に けると

か の かと

（ ） か の の の

と の か かに と の に

ると と か にお た の

け ら た 特に に

け る と 点

たと に た る の

と のに ス の に か

か の と の と に ると

の け の の お祀 の に

ると と

（ ） 国の に る の

の みた 地 に

た 国 る の の

に る と の

たと け 地

か から の の 地 と

信仰 ると の の た

と の 国の東 と の

か と東の から と

信仰 に に る け

に るか か から け

国 か ると と

（ ） と ーみた

の の に み と と に

る け け の に の の とか

ると に に み のかと と に

と お た け

（ ） の に 信仰 に る と るの

け ると か

信仰 ると 仰 た に

と 信仰 け ると

る け 信仰と ると

か と と の沖 に

地 ると たけ 地

か か たの

（ ） に たかと と の

の と のに 信仰の

ーの ス に ー ー る

と たと の け 間 らかの

に たると と の ー ー

る にお た の け

ー ー る の ー ー

ー ー ー ーに ると とに

か 流とか と るの か

（ ） 流の の た

島 たの 流 た

と の から たの

と かと たら 島に のに のルー

たら け か地 と

たの たか

たか の た から

の と と の 国の の

に から から と

と 祀 た

と る に

の に と ら

に 沖ノ島 遺産に

た か アの 島に る

ア ア に ア アと 遺 るの

とに ・ ー に

た た と け

か か

（ ） ス の 遺産の 点から

と の 神 と と の

け ら の の に た

の 島 か た の の島 か た の

たの から 沖ノ島 か た のと

の 特別 ると と 遺産に

たと と 遺産に るた に

的 の 宗教的 の ると け

の る の る

るのかと と の

の る の に 沖ノ島の

島 か た の るとか か

ら 遺 るとか た の

ス 遺産と たの と

 から宗教に 沖ノ島 た

るかと け ス の宗

教 ジ ジ たと け た

た 沖ノ島 ら の

る点と の た け

ー に 教会 た け

遺産 からと 事に る

け 宗教 の信仰の と 教会と

の ると と の 的 遺産

る に の ると に

た遺産的 から た の宗教の

信仰の と の と と 回の ス

と の と 宗教と 沖ノ島

た と るの と

（ ） お た に に の沖ノ島と の

の に たのか

の とかに

た と と

から の 的 信仰と の

ージ と に る

らかの と と 間の と の

ると と お たけ の 沖ノ

島と の 特 と から 的 の宗

教の と のから たと に と

か のに け た た と

（ ） の点 の け 間 神

るか 間 の のの 関

ると の のと に ル の

とに ると る

の の の の の の の に る

間にと と特別 に

け 沖ノ島の 島の の

る か の の

に の にか る

たら 島 たら

のか に の に

と に る 回か ら

た たけ の から

る 間の ルの から

特別 ると とに ると

の 遺産の の アー

の の スに

の る ル かに

る 的に に る

ル かに ース ス

教の信仰の に ースに 信仰

に ス 教 か る に

点 に

から の の の から

の の アー みた 古代の 間

と特別 と に

る 国 間の 地域間の ー ーに

ると と に沖ノ島の特 に る

のか る の 域の の特別

国 地域

の に の の ると

特別 沖ノ島にと

に る に ると

け と か の かと

から の の の 「神宿る」と
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に と けら ると ら る

特別 と け に

ると の のかと

か ケ と関

の ると と に

か

（ ） と か

か

（ ） 教の の に 遺

産 ると

と るの け 教の 地

「 地」と 教の 地 国

から たら の

から 地と

るの と るの け

た に 地と の

に ると る に

業 と に みた と

から た の

と か の に る

け た る に

け た と古代から る

と る の とか とか の

視 るの 東

の 地と と 国の たと と

の と

地 と 地 に

ると る け け た

に 地の と 国 地

に の 教 地とか

るの け 教 教

と から 回

る の と

の 島 島の に の に

け け 特 から

る から る

から と の

たけ 地 る の と

教 地と お の

に か 地みた の と お

と と関 の け

と に るの の け

東 の

の か と 神

る と 神 の

と 神 の け 信仰の に

た 神

と と の け

の の 国 た の

る信仰 に と宗像の

から に たの 神 み 「 」

の と の

と の け ノ に

ノ に 地 るの け

に と の神 の神

と と ・ の

け の神 神 宗像 神の

と から に るの み

の と み 神 の の

と の と に ると

から と と

（ ） と 東アジア における 神の

と と ース るのか と と

ー ルに る 的

るのか の

のと の ジ

的に けたらと と け

の と の お た の け

と と た に特

たと と神 とか とか

みた に と たお た

・・・

（ ） の宿る と の

た 特 か と た ると

の の け

に る の

と かる に 特 た

と 地に から と

沖ノ島 に

の島 に る遺 と

たの 祭 るに に

る の ア

ア ると の の と の

の の 点 の 神

るに アの ス 教

の と の

た 沖ノ島と に の地域の島 から

たの から ア  

と の 遺産に たの

る島 の る

遺 る 島に ア アに け

の の 「 」

と の 「 」 の かる

「 」 アの に たるの

から と沖ノ島と ア ア の け

 る

かと た た 祭

るの と と に

「 か」と 神 る け

に 神 る の

ア の ると の け に

から と ると と

ア の か た

（ ） と とに と の の

から の 域と から の 域とか

の ると の け の

らか と たけ

と るのに た のの とか と

か の るの か と た

お た の け から

に か とに 教 か

の ー とか る の

と と け お た と

（ ）お ら から る のと

の 代 け 神

の 神 の の と 神 の

（ ）と と

神 の に

の神 た た るの け

に ると に と の るの 神

の の に ると と の るの

の け お祀 ると

の 会 の に神 際に 神 の の神

の の の

るか の

お ら 神 か か ると の け

の の に か

神 祀 の神 の神 の

とか の神 の

の る と

か と の るの の の に の

の に ケ 神

の神 の るの に

と から るの の から

流 の

と た

と の 流に る に

と に たら

ー ー たけ の の

の け から と

の の の の

ケ ケと

る から 沖ノ島の ると に

の に ー と

と ら た に る け から

に 沖ノ島の のお祀 る アル

の の神 の る け の

の た に に る と

（ ）沖ノ島の の 的に の

ると と に るの け

ると と 祭 に

たと と るか

（ ）た に たか か

か 沖ノ島に ると の のと

神 に と か

か と ると 教 ら たの

け の特 特 島の
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に と けら ると ら る

特別 と け に

ると の のかと

か ケ と関

の ると と に

か

（ ） と か

か

（ ） 教の の に 遺

産 ると

と るの け 教の 地

「 地」と 教の 地 国

から たら の

から 地と

るの と るの け

た に 地と の

に ると る に

業 と に みた と

から た の

と か の に る

け た る に

け た と古代から る

と る の とか とか の

視 るの 東

の 地と と 国の たと と

の と

地 と 地 に

ると る け け た

に 地の と 国 地

に の 教 地とか

るの け 教 教

と から 回

る の と

の 島 島の に の に

け け 特 から

る から る

から と の

たけ 地 る の と

教 地と お の

に か 地みた の と お

と と関 の け

と に るの の け

東 の

の か と 神

る と 神 の

と 神 の け 信仰の に

た 神

と と の け

の の 国 た の

る信仰 に と宗像の

から に たの 神 み 「 」

の と の

と の け ノ に

ノ に 地 るの け

に と の神 の神

と と ・ の

け の神 神 宗像 神の

と から に るの み

の と み 神 の の

と の と に ると

から と と

（ ） と 東アジア における 神の

と と ース るのか と と

ー ルに る 的

るのか の

のと の ジ

的に けたらと と け

の と の お た の け

と と た に特

たと と神 とか とか

みた に と たお た

・・・

（ ） の宿る と の

た 特 か と た ると

の の け

に る の

と かる に 特 た

と 地に から と

沖ノ島 に

の島 に る遺 と

たの 祭 るに に

る の ア

ア ると の の と の

の の 点 の 神

るに アの ス 教

の と の

た 沖ノ島と に の地域の島 から

たの から ア  

と の 遺産に たの

る島 の る

遺 る 島に ア アに け

の の 「 」

と の 「 」 の かる

「 」 アの に たるの

から と沖ノ島と ア ア の け

 る

かと た た 祭

るの と と に

「 か」と 神 る け

に 神 る の

ア の ると の け に

から と ると と

ア の か た

（ ） と とに と の の

から の 域と から の 域とか

の ると の け の

らか と たけ

と るのに た のの とか と

か の るの か と た

お た の け から

に か とに 教 か

の ー とか る の

と と け お た と

（ ）お ら から る のと

の 代 け 神

の 神 の の と 神 の

（ ）と と

神 の に

の神 た た るの け

に ると に と の るの 神

の の に ると と の るの

の け お祀 ると

の 会 の に神 際に 神 の の神

の の の

るか の

お ら 神 か か ると の け

の の に か

神 祀 の神 の神 の

とか の神 の

の る と

か と の るの の の に の

の に ケ 神

の神 の るの に

と から るの の から

流 の

と た

と の 流に る に

と に たら

ー ー たけ の の

の け から と

の の の の

ケ ケと

る から 沖ノ島の ると に

の に ー と

と ら た に る け から

に 沖ノ島の のお祀 る アル

の の神 の る け の

の た に に る と

（ ）沖ノ島の の 的に の

ると と に るの け

ると と 祭 に

たと と るか

（ ）た に たか か

か 沖ノ島に ると の のと

神 に と か

か と ると 教 ら たの

け の特 特 島の
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（ ） にと に

る と

交 のルー と の に

たと た と の

か る か に

た 的に 遺 の

交 の に と

と から 地の と の に 交流

に交流 地域間交流 る

に と ルー ると る

の の 沖ノ島と の か 祭祀と

の に と る た ルー

るの け の 沖ノ島

たのかと と から沖ノ島 け ルー

と と け の

のと に る 的に る

の 島の

に 的に 関 る

ると の からか 的に と

る とに ると 宗像から とか から

と たけ

の から

と に に に と

と る と ルー る

の の の東 から る のに

沖ノ島 特に と関 る と

に るの かと の 点 の

の たと け 古

代国 とかのと の け

と た の神 の 事に

るの け 島 の の島とか

と たけ の にと

に お の に

の 地 るかと と の と

にか に ると 流から

から 流 る の と ・

にお 流 る る け

の とか た のに に

関 る 島 た ると

と 像 た るか

ると の 像 と

（ ） か 島との関 と とに ると

ル ると お たけ に

ルー た 沖ノ島と の

特 ると と に の

と と の かと

から と と の ると

かと か たら にお

に る か

（ ）た 沖ノ島 た 間交 とか の交

と のに 的に るの の と

の の と の

る るとか

と と 島 け

け か たら 流 た ると と

島 のか と と の

ると 国の の国 の と

か と関 る とか た

と に とか 信仰の 点

の の た に る け と

域の ると

と と け

た と 的にみ と

か の け

の島 の 信仰

の 島 け の の

の に の 像 るの

の の の に 的に の

の 代に 関 るの 像

かに に かか たと か 像 に

た の 像 と た の

から の のお の に た と

の 像 に たと 祀

た たら らたかと の み

信仰 る 信仰 たの

の 代に のルー る島に に

け の の島

教の 地 るの け と

と 代 代 に

と の た の る に特 地

地 に るの け 教の 地の

か 特 と か

と るの け 特 た

ると から 信仰

る に と る 特 たと

の と に と

特 の に とから

の と るの かと お

（ ） に仰 た と に の の

に ると と の た るけ

の る と の お祀 の に ると

神 の た の と の るけ

に る に る け

と と た の け

と 沖ノ島 流

と と と と 特に

ると と たけ との

的 会 の た 島とか の と

と と るけ

祀 の島に特に ると と と と る

と の け の か

（ ） と 沖ノ島に （ ）

ると と たの に

たら か の 沖ノ島に か

と の と 島に たら 神

に るの か関

るのか と たの 古代の の祭祀

みた に の ると

た と に るかと たら

島 島の に るの た と

の祭祀と のノ る祭祀の

と お から 島

か と るの 沖ノ島

島 か

代の 業 の 業

島 沖ノ島 の 島

の ・ の島 の

業の と の の島 たの け

と ア ・ ・ 沖

とか とか る

古代から る け のお の

に の遺

（ ） に る と の

か け に る遺

と たら るけ に

か るの

か か の け

に に の とか

の の の と

に け の と る

と の の

に の の と の に の

宗像 に の に

の から に特 ると

に とか の 関

の らかに 業 の

の とか ら と に に

る の の の

のかと と ると に ・ の

と に 遺 に る

の かと と関

（ ）お ら から とか と 沖

ノ島 け に た

た島 るに かか ら 沖ノ島

る の の 的 に ると との

るた に に た 的 と

のに る と と に に

たの かと の け の た
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（ ） にと に

る と

交 のルー と の に

たと た と の

か る か に

た 的に 遺 の

交 の に と

と から 地の と の に 交流

に交流 地域間交流 る

に と ルー ると る

の の 沖ノ島と の か 祭祀と

の に と る た ルー

るの け の 沖ノ島

たのかと と から沖ノ島 け ルー

と と け の

のと に る 的に る

の 島の

に 的に 関 る

ると の からか 的に と

る とに ると 宗像から とか から

と たけ

の から

と に に に と

と る と ルー る

の の の東 から る のに

沖ノ島 特に と関 る と

に るの かと の 点 の

の たと け 古

代国 とかのと の け

と た の神 の 事に

るの け 島 の の島とか

と たけ の にと

に お の に

の 地 るかと と の と

にか に ると 流から

から 流 る の と ・

にお 流 る る け

の とか た のに に

関 る 島 た ると

と 像 た るか

ると の 像 と

（ ） か 島との関 と とに ると

ル ると お たけ に

ルー た 沖ノ島と の

特 ると と に の

と と の かと

から と と の ると

かと か たら にお

に る か

（ ）た 沖ノ島 た 間交 とか の交

と のに 的に るの の と

の の と の

る るとか

と と 島 け

け か たら 流 た ると と

島 のか と と の

ると 国の の国 の と

か と関 る とか た

と に とか 信仰の 点

の の た に る け と

域の ると

と と け

た と 的にみ と

か の け

の島 の 信仰

の 島 け の の

の に の 像 るの

の の の に 的に の

の 代に 関 るの 像

かに に かか たと か 像 に

た の 像 と た の

から の のお の に た と

の 像 に たと 祀

た たら らたかと の み

信仰 る 信仰 たの

の 代に のルー る島に に

け の の島

教の 地 るの け と

と 代 代 に

と の た の る に特 地

地 に るの け 教の 地の

か 特 と か

と るの け 特 た

ると から 信仰

る に と る 特 たと

の と に と

特 の に とから

の と るの かと お

（ ） に仰 た と に の の

に ると と の た るけ

の る と の お祀 の に ると

神 の た の と の るけ

に る に る け

と と た の け

と 沖ノ島 流

と と と と 特に

ると と たけ との

的 会 の た 島とか の と

と と るけ

祀 の島に特に ると と と と る

と の け の か

（ ） と 沖ノ島に （ ）

ると と たの に

たら か の 沖ノ島に か

と の と 島に たら 神

に るの か関

るのか と たの 古代の の祭祀

みた に の ると

た と に るかと たら

島 島の に るの た と

の祭祀と のノ る祭祀の

と お から 島

か と るの 沖ノ島

島 か

代の 業 の 業

島 沖ノ島 の 島

の ・ の島 の

業の と の の島 たの け

と ア ・ ・ 沖

とか とか る

古代から る け のお の

に の遺

（ ） に る と の

か け に る遺

と たら るけ に

か るの

か か の け

に に の とか

の の の と

に け の と る

と の の

に の の と の に の

宗像 に の に

の から に特 ると

に とか の 関

の らかに 業 の

の とか ら と に に

る の の の

のかと と ると に ・ の

と に 遺 に る

の かと と関

（ ）お ら から とか と 沖

ノ島 け に た

た島 るに かか ら 沖ノ島

る の の 的 に ると との

るた に に た 的 と

のに る と と に に

たの かと の け の た
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に と か る の古 の

と る の るの と た

と の け け

と の 沖ノ島のルー け

る け に と に た

宗像と た た

の た 地域 会 るの と

から 沖ノ島の 祭祀の 的 と の と

的に の に ら るのか と

の祭祀遺 の とに

る た と

島 の の

る 島 の の と 地域 け

の の
ュル

と るの

の から ると の に 島 ー と るの

の の に と の から

と 島 るの から から

地と の 沖ノ島と る るの

と と ー ーと と と

に け 島の の

と の 流域 と た

別の 会 ー ーの の

から と 沖ノ島と

の と と るの か と

（ ） と に たと の け の

た の から に

たと と と の

るの ・ のルー とか

か 的 域 と の か

に 関 ら の に 国 的 祭祀と

の たと とに の島の る

とに た らかの 的 事 と の

古代国 にと に か ると

け と ら

たと 古代国 の と のか に

るのと に のか

に と

る け け の た か

か に るのに

と 沖ノ島の の の かけ け

（ ） た に

島と 島・ との間のルー と の た

ると から

の東 宗像 の ・ ルー

るの と

の に の る に と

に 的 と と と

から に たの 宗像

東から ると 宗像 と る け

関 るのか と た

と る のルー

ると の たと け

に る と ると と と

の の と の に ら

る 島における に の たと

とのと に 宗像 に る

から 代に の 宗像 に

の の の 産 の の

の と る

の に

ると と け と

の の関

国 る

に の から

の に る のお

に の 代 た の

古事 のと の の 宗像 と

の 古事 に の

神の る に ると と と

るの け

の かと と と

国 たら 国 の国

的 ・ に ると と の

沖ノ島の祭祀 たと るの

の に ると の の

ると と るのか に

交 とか の交 の る に

か 信仰の と る の

る け の 域の か

る る け た と と

・ 的に から と の

に る の に る

け から の に

ると の と に信仰の

か と ると とに るの

か と

（ ） の国 的 の と

と に と 島に の る

のか のかと と 東アジア的に た

に か

（ ） から に た

ルー ・ の

ルー の 代

たの から 沖ノ島 ルー に

か たの け

た 沖ノ島 祭祀遺 に たのか

沖ノ島

の祭祀遺 る に た

から の の古代国

古代国 た に の

 の の

の と 国

た け の から

た の に た

け と の ル

ー ール た

る る の の

の と 国 の

か と け と国

の の

たの から に るの 国 の

の国 の た た に の

代 た ル ー

代 の の の 祭祀 神に

神から けら る

と 国からの

ると た 宗教

ると 教 から

の 沖ノ島祭祀 たと

た から 国 国に

から の間に の か か たの

る 点 宗像

ら の ら と け 国

国に から の たと

代 け か

・ のルー たと る に る と

の の国 の ー の ー の

たと るた に 祭祀 たと

（ ） にお た の け

交 ると る

るのと に と 仰 た とと

の かるの け ルー

た と の の

の た とか

ると か 間 の に ら

と け と ルー と た から

の に ルー に

ルー たに 関 ら 古代国 の祭祀の

ら けたと と と ると の

け ルー に

る たのかと と か

ア ア か

（ ） の地域 会と

の関 と るの と

遺 ると 島の ・東

・ の 地域の と に

の るの の ら のと に

る の の ら た の

関 と

交 と の る か た の

と の に の 的

に た の のルー と

ルー の と の たの

か と から 祭祀の遺 の

92

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群　特別研究事業
第２回国際検討会「古代東アジアにおける地域間交流と信仰・祭祀」



に と か る の古 の

と る の るの と た

と の け け

と の 沖ノ島のルー け

る け に と に た

宗像と た た

の た 地域 会 るの と

から 沖ノ島の 祭祀の 的 と の と

的に の に ら るのか と

の祭祀遺 の とに

る た と

島 の の

る 島 の の と 地域 け

の の
ュル

と るの

の から ると の に 島 ー と るの

の の に と の から

と 島 るの から から

地と の 沖ノ島と る るの

と と ー ーと と と

に け 島の の

と の 流域 と た

別の 会 ー ーの の

から と 沖ノ島と

の と と るの か と

（ ） と に たと の け の

た の から に

たと と と の

るの ・ のルー とか

か 的 域 と の か

に 関 ら の に 国 的 祭祀と

の たと とに の島の る

とに た らかの 的 事 と の

古代国 にと に か ると

け と ら

たと 古代国 の と のか に

るのと に のか

に と

る け け の た か

か に るのに

と 沖ノ島の の の かけ け

（ ） た に

島と 島・ との間のルー と の た

ると から

の東 宗像 の ・ ルー

るの と

の に の る に と

に 的 と と と

から に たの 宗像

東から ると 宗像 と る け

関 るのか と た

と る のルー

ると の たと け

に る と ると と と

の の と の に ら

る 島における に の たと

とのと に 宗像 に る

から 代に の 宗像 に

の の の 産 の の

の と る

の に

ると と け と

の の関

国 る

に の から

の に る のお

に の 代 た の

古事 のと の の 宗像 と

の 古事 に の

神の る に ると と と

るの け

の かと と と

国 たら 国 の国

的 ・ に ると と の

沖ノ島の祭祀 たと るの

の に ると の の

ると と るのか に

交 とか の交 の る に

か 信仰の と る の

る け の 域の か

る る け た と と

・ 的に から と の

に る の に る

け から の に

ると の と に信仰の

か と ると とに るの

か と

（ ） の国 的 の と

と に と 島に の る

のか のかと と 東アジア的に た

に か

（ ） から に た

ルー ・ の

ルー の 代

たの から 沖ノ島 ルー に

か たの け

た 沖ノ島 祭祀遺 に たのか

沖ノ島

の祭祀遺 る に た

から の の古代国

古代国 た に の

 の の

の と 国

た け の から

た の に た

け と の ル

ー ール た

る る の の

の と 国 の

か と け と国

の の

たの から に るの 国 の

の国 の た た に の

代 た ル ー

代 の の の 祭祀 神に

神から けら る

と 国からの

ると た 宗教

ると 教 から

の 沖ノ島祭祀 たと

た から 国 国に

から の間に の か か たの

る 点 宗像

ら の ら と け 国

国に から の たと

代 け か

・ のルー たと る に る と

の の国 の ー の ー の

たと るた に 祭祀 たと

（ ） にお た の け

交 ると る

るのと に と 仰 た とと

の かるの け ルー

た と の の

の た とか

ると か 間 の に ら

と け と ルー と た から

の に ルー に

ルー たに 関 ら 古代国 の祭祀の

ら けたと と と ると の

け ルー に

る たのかと と か

ア ア か

（ ） の地域 会と

の関 と るの と

遺 ると 島の ・東

・ の 地域の と に

の るの の ら のと に

る の の ら た の

関 と

交 と の る か た の

と の に の 的

に た の のルー と

ルー の と の たの
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る け け ー に 沖ノ島と

と の ー に るのか るの

かと と に とお た と の

け の国 的 祭祀と と 的に

る とに る る とに

国 の と の る と

の ー の たか かと

と

（ ） ー の 宗教と の

ス 教に と 教会 と の

お と の る祭事と の

と と 特に ス 教に

お け

神 宿る 教会 ると とに ス

教 祭事に たる のと た

ル け け

教会の に る お る

間 神 に宿 ると たら

点け け け に神 に ると

と ら スの の

にか に ら た け け

に るの ア に

たと る に

た アの たと と る

と ら る に

と ルル の とか る

たと の と け

ら と と 沖ノ島の に ると

と の に 教会

のと と に る のと

に教会 ると と か の

に るの に 特に に る

と 特 の ら た の

の の るとか る

交 にお に た た 祀

ると と

ー にお 教会 る

る るの ー 教

から に お ー

教会 の と と に た

東 教 に と に

に たルル の るとか た

教会の 神 と と と

け 国 の と と

た とか に た とか と

沖ノ島の に国 と 国 の のた に る

と の たと と に

特 と

（ ） と た に

る とに たの 沖ノ島 遺

産に たと と 「 か」と と

に ら と と る

と と ると の と

の のと ー たと に 沖

ノ島みた のと の 国 に と

と の に けるのかと

とに た た とかの 特

と から から東アジアの に

た と の に るのか

け の たのかとか

と 沖ノ島に る とに

と ると か みに

と か るか か

け に の みに る と

の け と の お ら スから

ら た 遺産と た沖ノ島に ら た

ると と かと と 会

と た 第 と 際

た に の

（ ） とお お た た

会 の から事 の と

た の２ 間宗教的交流 から沖ノ島

の祭祀と信仰に 点 た ー の

の の た 間に

た 討 た の

た 教 た た る

ると と

と お け お た に

たの 国 的 交 る け け

の際に国 的 交 のた の祭祀

のか と お

（ ） と 古代国

と の 島との にお ーと た ルー と

の と に ー ア

た島と と と に

関 ら 仰 た る神 的

と のの の 的 と か

と ると と との るの

け と 国から と の地

たのかと とに か か

（ ） ると に と け

と から の祭祀遺 の

る の の ら の

ると に と の け お

ら の古 （遺 ）とか

に 間の の から

に るか の 的に

間 け の に

た の から

た の ら た から

とか と の け

の け に と連 ると

のか か 遺 の 特に

代の の る

の 遺 の 古 的に の の

の ら のス たのか

の る る の に の

たと 仰 た た

る と け の

の の の とか

の の との 関 から の と

の 関 の る に た ス

代に るの と 島

る との に 関 た に

に ス る け

け の 的 間 ー に

る と ると と

に 検 け

特 ると とに

ると 島と と 島との 関

の に の祭祀 け

か け た 関 る た

るた に 祭祀

ると に る る に ると

にと 代 る と にと 代 る

るの 神 関 地 の

から にかけ る から

島における 教 の の と関 宗

像 神の 地 ると 沖ノ

島 神 の 地と み

け に る から ら

る け 域 る に

の 第 から第 の

る け から け

に に る から 域

ると の に

る に る から の

の の 島

の たと け ・

の 的 祭祀 と の宗像と 古代

の の 回 と みる

る の に の 古 的 事 の

の ら のス お祀

るのか連 るのか の

と る る と

（ ） と 古 アジ

ア的 産 と か アジア的 国 と の

と の か に ら祭祀

か ると と の る

と の の と の たと

国 の に 祭祀の 点みた

の とに 国 と のの と の

と

と か に に アジア的と の
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る け け ー に 沖ノ島と

と の ー に るのか るの

かと と に とお た と の

け の国 的 祭祀と と 的に

る とに る る とに

国 の と の る と

の ー の たか かと

と

（ ） ー の 宗教と の

ス 教に と 教会 と の

お と の る祭事と の

と と 特に ス 教に

お け

神 宿る 教会 ると とに ス

教 祭事に たる のと た

ル け け

教会の に る お る

間 神 に宿 ると たら

点け け け に神 に ると

と ら スの の

にか に ら た け け

に るの ア に

たと る に

た アの たと と る

と ら る に

と ルル の とか る

たと の と け

ら と と 沖ノ島の に ると

と の に 教会

のと と に る のと

に教会 ると と か の

に るの に 特に に る

と 特 の ら た の

の の るとか る

交 にお に た た 祀

ると と

ー にお 教会 る

る るの ー 教

から に お ー

教会 の と と に た

東 教 に と に

に たルル の るとか た

教会の 神 と と と

け 国 の と と

た とか に た とか と

沖ノ島の に国 と 国 の のた に る

と の たと と に

特 と

（ ） と た に

る とに たの 沖ノ島 遺

産に たと と 「 か」と と

に ら と と る

と と ると の と

の のと ー たと に 沖

ノ島みた のと の 国 に と

と の に けるのかと

とに た た とかの 特

と から から東アジアの に

た と の に るのか

け の たのかとか

と 沖ノ島に る とに

と ると か みに

と か るか か

け に の みに る と

の け と の お ら スから

ら た 遺産と た沖ノ島に ら た

ると と かと と 会

と た 第 と 際

た に の

（ ） とお お た た

会 の から事 の と

た の２ 間宗教的交流 から沖ノ島

の祭祀と信仰に 点 た ー の

の の た 間に

た 討 た の

た 教 た た る

ると と

と お け お た に

たの 国 的 交 る け け

の際に国 的 交 のた の祭祀

のか と お

（ ） と 古代国

と の 島との にお ーと た ルー と

の と に ー ア

た島と と と に

関 ら 仰 た る神 的

と のの の 的 と か

と ると と との るの

け と 国から と の地

たのかと とに か か

（ ） ると に と け

と から の祭祀遺 の

る の の ら の

ると に と の け お

ら の古 （遺 ）とか

に 間の の から

に るか の 的に

間 け の に

た の から

た の ら た から

とか と の け

の け に と連 ると

のか か 遺 の 特に

代の の る

の 遺 の 古 的に の の

の ら のス たのか

の る る の に の

たと 仰 た た

る と け の

の の の とか

の の との 関 から の と

の 関 の る に た ス

代に るの と 島

る との に 関 た に

に ス る け

け の 的 間 ー に

る と ると と

に 検 け

特 ると とに

ると 島と と 島との 関

の に の祭祀 け

か け た 関 る た

るた に 祭祀

ると に る る に ると

にと 代 る と にと 代 る

るの 神 関 地 の

から にかけ る から

島における 教 の の と関 宗

像 神の 地 ると 沖ノ

島 神 の 地と み

け に る から ら

る け 域 る に

の 第 から第 の

る け から け

に に る から 域

ると の に

る に る から の

の の 島

の たと け ・

の 的 祭祀 と の宗像と 古代

の の 回 と みる

る の に の 古 的 事 の

の ら のス お祀

るのか連 るのか の

と る る と

（ ） と 古 アジ

ア的 産 と か アジア的 国 と の

と の か に ら祭祀

か ると と の る

と の の と の たと

国 の に 祭祀の 点みた

の とに 国 と のの と の

と

と か に に アジア的と の
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の特別研究と の に の際に

た研究 る と

と とに ３ 間

からの の特別研究 る の

た ２ の と ジ

た け け の事業

と と た けた

と け る

か と た か ると らに

た た る に 遺産に

的 と の たと に

に 遺産と の宗像・沖ノ島の

の と お

みに と たの から

みに た け と に

の からお た けたらと お

（ ） ２ 間の と

た る お と に

た と の と の け 回

から特に古代の 国における る 島

における信仰・宗教に関 る た

た る東アジアの国 にお の

に宗教・信仰の 点から の た

のかと か たのかと との

た たのかと 沖ノ島の信

仰 の た

「 沖ノ島の信仰 たのか」とか 「

たのか たのか」と と に

と た たの か

と お ら ると

の に の

の国 の るとか る

の国 の と か と と

沖ノ島の信仰 沖ノ島における信仰 沖ノ島に る信仰

と の たのか たのかと

と に け と お

の に の から「 の

の沖ノ島」と た た

遺産 の から ら お 地

地 と る 特に の

島国に る と の と関

た に け と の

と に る る と に る東ア

ジアの と の にア ー

たのか に る ス ス

たのかと 産 ると とに

の か と の

た た るとか る

の に か の

と との関 特に 神 信仰の 点から

産 ると の「神宿る島」宗像・沖ノ島の

と の け と ると

に 間 と

た た会 に ら る る

間 に らけ たと

ス の にお た

96

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群　特別研究事業
第２回国際検討会「古代東アジアにおける地域間交流と信仰・祭祀」



報 告 書

「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群　

特
別
研
究
事
業　
　

第
２
回
国
際
検
討
会
「
古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
域
間
交
流
と
信
仰
・
祭
祀
」　　

報
告
書




