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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。能
登
町
の
皆
さ
ま
に
は
、

健
や
か
に
初
春
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と

を
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

町
は
、
平
成
18
年
か
ら
３
年
間
を

「
集
中
財
政
改
革
期
間
」
と
し
て
す

べ
て
の
事
務
事
業
を
見
直
し
、
町
債

発
行
の
抑
制
を
図
る
な
ど
の
施
策
を

行
な
っ
て
参
り
ま
し
た
。そ
の
結
果
、

平
成
20
年
度
予
算
は
、
財
政
健
全
化

へ
の
光
明
が
見
え
始
め
た
も
の
と
な

り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
依
然
と
し
て
特
別
会
計

を
含
め
た
財
政
状
況
は
良
い
水
準
に

は
な
く
、
さ
ら
な
る
健
全
化
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
世
界
的
な

金
融
危
機
の
影
響
は
、
一
部
能
登
町

で
も
そ
の
影
響
が
現
れ
始
め
て
お

り
、
今
後
も
緊
張
の
糸
を
緩
め
る
こ

と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
昨
年
は
金
沢
市
の
民
間
企

業
が
能
登
町
へ
農
業
参
入
し
て
、
初

め
て
の
収
穫
を
得
ま
し
た
。
能
登
で

育
っ
た
作
物
が
、
い
よ
い
よ
消
費
者

の
元
へ
届
け
ら
れ
る
運
び
と
な
っ
た

の
は
こ
の
上
な
い
喜
び
で
あ
り
、
能

登
町
の
基
幹
産
業
の
一
つ
で
あ
る
農

業
の
振
興
と
雇
用
の
促
進
が
期
待
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
７
月
に
は

奥
能
登
に
伝
わ
る
農
耕
神
事
「
ア
エ

ノ
コ
ト
」
が
、
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文

化
遺
産
日
本
代
表
の
提
案
候
補
と
な

り
ま
し
た
。
農
業
に
関
す
る
う
れ
し

い
話
題
が
続
き
、
先
人
が
大
切
に
し

て
き
た
収
穫
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を

よ
り
深
い
も
の
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
９
月
に
Ｊ
Ｐ
Ｔ
Ａ
能
登
国

際
女
子
オ
ー
プ
ン
テ
ニ
ス
、
10
月
に

は
大
相
撲
能
登
場
所
と
い
う
、
２
つ

の
大
き
な
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
が
開

催
さ
れ
、
両
大
会
と
も
盛
況
の
う
ち

に
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
大

会
も
、
実
行
委
員
会
の
皆
さ
ま
の
熱

意
と
努
力
に
よ
っ
て
大
成
功
に
導
か

れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
会
場
に
足

を
運
ん
で
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
の
歓

声
と
喜
び
の
表
情
を
拝
見
し
ま
し

て
、
何
事
に
も
代
え
が
た
い
、
爽
快

な
気
持
ち
が
い
た
し
ま
し
た
。
平
成

17
年
３
月
の
能
登
町
誕
生
以
来
、
町

民
の
皆
さ
ま
に
は
、
多
大
な
ご
心
配

を
お
掛
け
し
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き

な
が
ら
こ
れ
ま
で
参
り
ま
し
た
が
、

町
を
元
気
に
で
き
る
の
は
、
町
民
の

皆
さ
ま
で
あ
る
こ
と
を
確
信
い
た
し

て
お
り
ま
す
。

　

今
後
は
、
平
成
21
年
度
予
算
の
策

定
に
向
け
全
力
を
尽
く
し
、
能
登
町

の
未
来
へ
向
け
て
の
礎
い
し
ず
えを
よ
り
強
固

な
も
の
に
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
ま
ち
づ
く
り
の
主
役
で
あ
る
町

民
の
皆
さ
ま
と
共
に
、
町
の
伝
統
を

守
り
、
新
し
い
能
登
町
の
未
来
を
考

え
て
い
け
る
よ
う
、
環
境
の
整
備
に

努
め
る
所
存
で
す
。

　

最
後
に
、
本
年
が
皆
さ
ま
に
と
り

ま
し
て
、
素
晴
ら
し
い
年
に
な
る
こ

と
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
新

年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ま
に
は
、
健
や
か
に

新
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お

喜
び
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
日

ご
ろ
か
ら
町
政
の
推
進
に
ご
理
解
と

ご
協
力
を
賜
り
厚
く
お
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。

　

平
成
20
年
の
世
相
を
表
現
す
る
漢

字
は｢

変｣

で
し
た
。
ま
さ
に
政
治

で
は｢

変
革｣

の
声
が
高
ま
り
、
経

済
で
は
ア
メ
リ
カ
の
金
融
危
機
を
発

端
と
す
る｢

激
変｣

の
波
が
襲
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
が
百
年
に
一
度
と
い
わ

れ
る
国
内
景
気
の
急
激
な
後
退
、
企

業
の
破
た
ん
や
雇
用
の
悪
化
な
ど
大

き
な
社
会
問
題
と
な
り
、
国
民
に
将

来
の
不
安
を
抱
か
せ
る
こ
と
は
明
確

で
す
。

　

現
在
、
国
や
地
方
自
治
体
を
取
り

巻
く
環
境
は
大
変
厳
し
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、

地
方
交
付
税
、
補
助
金
、
税
源
移
譲

を
三
位
一
体
と
し
て
国
が
進
め
る
改

革
は
市
町
村
行
財
政
の
抜
本
的
な
改

革
を
促
し
、
地
方
自
治
体
の
自
立
を

強
く
求
め
て
い
ま
す
。
税
財
源
を
多

く
持
た
ず
、
財
政
的
に
も
厳
し
い
現

状
に
あ
る
当
町
に
と
っ
て
は
、
過
酷

な
試
練
が
続
く
こ
と
と
思
い
ま
す
が

何
と
し
て
も
こ
の
難
局
を
乗
り
越
え

て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
に
は
住
民
の
代
表
機
関

と
し
て
議
会
議
員
自
ら
が
問
題
意
識

と
政
策
立
案
能
力
を
高
め
、
町
民
の

皆
さ
ま
や
行
政
機
関
と
協
働
の
理
念

の
も
と
、
町
の
将
来
像
で
あ
る｢

ひ

と
、
く
ら
し
が
輝
く
ふ
れ
あ
い
の
ま

ち｣

を
目
指
し
て
努
力
す
る
所
存
で

あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
能
登
町
が
平
成
17
年
３
月

に
発
足
以
来
や
が
て
４
年
を
経
過
し

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
町
民
の
福
祉

向
上
を
最
大
目
標
と
し
て
町
づ
く
り

が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
町
を
取

り
巻
く
社
会
情
勢
は
、
な
お
厳
し
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。
少
子
高
齢
化
と

人
口
減
少
は
止
ま
ず
、
医
療
や
雇
用

に
つ
い
て
も
不
安
が
増
大
し
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
町
民
の
ニ
ー
ズ

は
今
後
ま
す
ま
す
多
様
化
す
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
応
え
る
た
め
に

は
財
政
の
健
全
化
を
図
る
こ
と
が
不

可
欠
、
急
務
で
あ
り
、
よ
り
一
層
の

努
力
が
必
要
で
す
。

　

議
会
改
革
を
求
め
る
声
に
も
応
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
懸
案
で
あ

り
ま
す
議
員
倫
理
に
関
す
る
こ
と
、

定
数
や
議
会
庁
舎
の
こ
と
な
ど
、
誠

実
に
検
討
を
進
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

多
く
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に

町
民
の
皆
さ
ま
の
深
い
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
、
本
年
も
皆
さ
ま

に
と
っ
て
最
良
の
年
と
な
り
ま
す
よ

う
心
か
ら
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
新
年

の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。



「
今

日
は
ア
エ
ノ
コ
ト
で

ご
ざ
い
ま
す
。
長
い

間
、
お
寒
い
中
、
ご

苦
労
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た
」

　

12
月
5
日
は
『
暮
れ
の
ア
エ
ノ
コ

ト
』。
田
の
神
を
田
ん
ぼ
か
ら
迎
え

る
「
田
の
神
迎
え
」
が
行
わ
れ
る
。

神
事
を
執
行
す
る
田
中
登
さ
ん
（
63

歳
）
＝
小
間
生
＝
は
続
け
る
。

「
こ
れ
か
ら
家
の
方
に
ご
案
内
申
し

上
げ
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
ゆ
っ
く
り
お

上
が
り
く
だ
さ
い
ま
せ
」

　

田
中
さ
ん
は
田
の
神
の
依よ
り
し
ろ代
で
あ

る
榊
さ
か
き
を
田
ん
ぼ
に
立
て
、
く
わ
を
３

回
打
っ
て
稲
株
を
起
こ
す
。

「
こ
こ
は
坂
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

道
中
は
つ
ま
づ
か
な
い
よ
う
ご
ゆ
っ

く
り
お
進
み
く
だ
さ
い
ま
せ
」

　

田
の
神
は
夫
婦
神
で
、
目
が
不
自

由
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
田
ん
ぼ

を
守
り
、
働
き
続
け
て
疲
れ
の
た
め

に
失
明
し
た
と
も
、
稲
穂
で
目
を
傷

つ
け
て
片
目
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ

て
い
る
。

「
こ
こ
は
階
段
に
な
っ
て
お
り
ま
す
」

　

田
中
さ
ん
は
ゆ
っ
く
り
と
田
の
神

を
家
に
案
内
し
、
敷
居
を
ま
た
ぐ
。

「
田
の
神
様
が
お
い
で
に
な
っ
た
ぞ
」

　

玄
関
で
は
家
族
が
迎
え
、
用
意
し

て
あ
る
桶お
け

で
榊
の
泥
を
落
と
す
。
田

の
神
は
い
ろ
り
の
そ
ば
に
案
内
さ
れ

暖
を
と
る
。

「
今
年
は
４
月
10
日
よ
り
田
打
ち
が

始
ま
り
、
5
月
10
日
よ
り
田
植
え
が

始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
間
、
日
照
り

が
あ
り
、
雨
も
降
り
、
病
気
や
害
虫

も
発
生
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
9
月

の
終
わ
り
こ
ろ
に
は
刈
り
取
り
が
終

わ
り
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
た
く

さ
ん
の
お
米
が
取
れ
、
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
」

「
そ
れ
で
は
、
こ
れ
よ
り
お
風
呂
の

方
へ
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
」

　

豊
作
に
感
謝
し
た
田
中
さ
ん
は
、

田
の
神
を
風
呂
に
案
内
す
る
。

「
お
風
呂
の
湯
加
減
は
い
か
が
で
ご

ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
熱
け
れ
ば
お
水

も
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。
ぬ
る
け

れ
ば
ま
き
も
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す

の
で
ご
ゆ
っ
く
り
お
入
り
く
だ
さ
い

ま
せ
」

　

田
の
神
の
背
中
を
流
し
、
い
ろ
り

に
戻
っ
た
田
中
さ
ん
は
、
御
膳
を
確

認
し
、田
の
神
を
座
敷
に
案
内
す
る
。

「
今
日
の
料
理
は
、
家
内
の
者
が
精

魂
込
め
て
作
っ
た
料
理
ば
か
り
で
す

の
で
、
ご
ゆ
っ
く
り
と
腹
一
杯
お
召

し
上
が
り
く
だ
さ
い
ま
せ
」

　

田
中
さ
ん
は
目
の
不
自
由
な
田
の

神
に
料
理
を
一
品
一
品
説
明
す
る
。

「
今
日
の
料
理
は
、
小
豆
飯
を
山
盛

り
に
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
汁
物
は
納

豆
汁
で
ご
ざ
い
ま
す
。
平
の
も
の
は

椎し
い
た
け茸

、
大
根
、
人に
ん
じ
ん参

、
里さ
と
い
も芋

な
ど
た

く
さ
ん
ご
用
意
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。

お
刺
身
は
ブ
リ
の
刺
身
で
ご
ざ
い
ま

す
。お
頭
は
ハ
チ
メ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
お
神
酒
も
た
く
さ
ん
ご
ざ

い
ま
す
の
で
お
注つ

ぎ
い
た
し
ま
す
」

　

お
神
酒
を
注
ぎ
、
し
ば
ら
く
田
の

神
の
食
事
を
待
っ
た
あ
と
、
大
好
物

と
い
わ
れ
る
甘
酒
を
勧
め
る
。

「
今
年
の
甘
酒
も
大
変
甘
く
仕
上

が
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
の
で
お
飲
み
く

だ
さ
い
ま
せ
」

「
今
年
の
料
理
の
お
味
は
い
か
が
で

ご
ざ
い
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。ま
た
、

腹
一
杯
お
よ
ば
れ
に
な
り
ま
し
た
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
は
御
膳
を
引
か

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」

　

料
理
は
す
べ
て
家
族
で
分
け
合

う
。
昔
の
人
に
と
っ
て
は
ア
エ
ノ
コ

ト
の
日
が
ご
ち
そ
う
を
食
べ
ら
れ
る

楽
し
み
の
日
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　

こ
れ
は
柳
田
植
物
公
園
合
鹿
庵
で

実
演
さ
れ
た
ア
エ
ノ
コ
ト
の
一
部
。

神
事
に
は
決
ま
っ
た
形
式
は
な
く

家
々
で
異
な
る
。
大
切
な
こ
と
は
形

式
で
は
な
く
『
心
』。
も
て
な
し
と

感
謝
を
忘
れ
な
い
能
登
人
の
『
心
』。

右 _3 回くわを入れて稲株
を起こす。田の神は稲作だ
けでなく、夫婦の神、山の
神、家の神を習合し、畑作
も守っている。
左 _ 田の神を家の中に案
内する田中さん。この日か
ら 2 月 9 日まで田の神は
家の中で厳しい冬を家族と
過ごす。

アエノコトの「アエ」は饗
応（きょうおう、ごちそう
をしてもてなすの意味）、
「コト」は「事」とも書かれ、
家庭の祭りを意味する。古
くから各家庭に伝わる祭事
のため、形式は一定してお
らず、ゴテ（世帯主）の采
配で神事が行われる。
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ユネスコ無形文化遺産（世
界無形文化遺産）登録候補
となった今年のアエノコト
実演には全国からたくさん
の人が見学に訪れた。
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写真で解説する合鹿庵の「アエノコト」

そのすべてには

農業の近代化、後継者不足という流れの中で

アエノコトも簡略化したり、途絶えた農家も多い

なぜアエノコトが奥能登だけに伝承されてきたのか

その意味を調べることで見えてくる

【❸尾頭付きのハチメ】ハチメの尾頭付きを生魚で用意する。焼
き魚は「田が焼けて水が枯れる」ということで縁起が悪いとされ
る。ハチメは口が大きい魚であり、収穫される米粒が大きくなる
ようにという意味がある。
【❹二股（ふたまた）大根】葉が付いたままの二股大根を 2本供え
る。二股大根は人の形を表しており、子孫繁栄の願いが込められ
ている。
【❺鏡もち、干し柿】縁起物という意味と収穫を感謝するお供え
という意味がある。
【❻収穫の幸】一升枡に米を 1升 2合盛り、海の幸や山の幸を飾っ
て 1年の収穫を報告し感謝する。ここではギンナン、3㌢四方に
切った昆布、クリ、黒豆が供えられている。木の実が多い理由は、
稲作文化が始まる前の縄文時代から保存食としていた食料だから
ではないかという説もある。農具である一

いっとみの

斗箕の上に用意される。

【❼小豆飯】ご飯は小豆飯を大盛りにする。赤飯の場合もあるが、
「米を蒸す」ため、稲作には縁起が悪いと考えられている。
【❽納豆汁】汁物は納豆汁。納豆には、粘り強く一生懸命仕事を
するという意味がある。
【❾刺身】刺身はブリを使う。ブリは出世魚であり、縁起もの。
【10平椀盛り】煮しめは大根、ニンジン、ゴボウ、里芋、シイタケ、
豆腐、フキなど 7品か 9品。その年に家の畑で収穫された野菜
を使い感謝する。
【11酢の物】大根とブリの酢の物を用意する。
【12甘酒】田の神の好物とされる甘酒。米から作るため収穫に感
謝するという意味と、土地の境界を甘く見てほしい（年貢が少な
くなる）という意味もある。
【13クリのはし】クリの木は実が採れるので豊作になるようにと
いう願いを込める。長さは 1尺 2寸で 12 カ月を表している。

理
由
が
あ
る
。

わ　

け【❶種籾俵】種籾は農家に
とっては命綱。白い布の上
に大黒積みし、サカキ（家
が栄えるという意味もあ
る）を飾ることで、田の神
に種籾俵で休んでもらう。
大切な種籾を春まで守って
もらうために。

【❷煮しめ、小豆飯、甘酒
のおかわり分】田の神にお
なか一杯食べてもらおうと
料理はたくさん用意する。
食料が豊富ではなかった昔
は、料理をたくさん用意す
ることが精いっぱいのもて
なしだった。

❶

❷ ❷

❷

※合鹿庵で実演されるアエノコトをもとに田中登さんに解説してもらったもので、解釈には諸説があります。

❸

❹

❺

❻

❼
❽

10
❾11

12

13



り
、
観
光
バ
ス
で
大
勢
の
人
が
見
学

に
来
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

意
味
も
知
ら
ず
に
始
ま
っ
た

　

合
鹿
庵
で
ア
エ
ノ
コ
ト
の
実
演
が

始
ま
っ
た
の
は
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
20

年
前
。
当
時
ア
エ
ノ
コ
ト
を
研
究
し

て
い
た
原
田
正
彰
先
生
（
故
人
）
が

移
築
し
た
年
か
ら
始
め
た
の
で
す
。

　

最
初
の
2
年
間
ア
エ
ノ
コ
ト
を
執

行
し
て
い
た
人
が
病
気
に
な
り
、
原

田
先
生
は
後
任
を
探
し
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
で
「
父
親
が
や
っ
て
い
た

か
ら
息
子
も
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
い

う
こ
と
で
依
頼
が
来
ま
し
た
。

　

父
親
の
ア
エ
ノ
コ
ト
を
見
て
き
た

わ
た
し
は
、
や
り
方
自
体
は
自
然
に

覚
え
て
い
ま
し
た
。
で
も
ア
エ
ノ
コ

ト
は
人
に
見
せ
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
や
る
も
の
だ
と
考

え
て
い
た
の
で
最
初
は
抵
抗
も
あ
り

ま
し
た
。

　

初
め
の
こ
ろ
は
、
見
物
す
る
人
も

20
人
く
ら
い
で
、
ほ
か
に
学
校
の
子

ど
も
た
ち
が
課
外
授
業
で
よ
く
見
学

に
来
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
実
演
し
た
あ
と
質
問
を
受
け
て
も

答
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
気
付
き
ま
し

た
。
や
り
方
は
知
っ
て
い
て
も
、
そ

の
意
味
が
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の

で
す
。
父
親
も
原
田
先
生
も
亡
く

な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
は
い

ろ
い
ろ
な
人
に
聞
い
た
り
、
文
献
を

読
ん
だ
り
し
て
勉
強
し
ま
し
た
。

　

意
味
が
分
か
っ
て
く
る
と
、
下
手

な
こ
と
を
言
っ
て
田
の
神
様
に
笑
わ

れ
な
い
よ
う
、
今
ま
で
以
上
に
動
作

や
話
し
方
に
気
を
使
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

家
々
で
違
う
こ
と
が
魅
力

　

ア
エ
ノ
コ
ト
は
奥
能
登
全
域
に
伝

わ
っ
て
い
ま
す
が
、
特
に
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
た
の
が
町
野
川
沿
い
で

す
。
神
野
、
柳
田
、
町
野
な
ど
で
す

が
、
こ
の
地
域
に
は
真
言
宗
の
お
寺

が
多
い
の
で
す
。
お
寺
で
も
ア
エ
ノ

コ
ト
を
や
っ
て
い
ま
し
た
し
、
真
言

宗
の
修
験
者
た
ち
が
ア
エ
ノ
コ
ト
を

大
切
に
守
り
、伝
え
て
き
た
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
ほ
か
の
宗
派
で
も
ア
エ

ノ
コ
ト
は
や
っ
て
い
ま
す
が
、
例
え

ば
浄
土
真
宗
の
家
で
は
、
昔
か
ら
簡

略
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思

い
ま
す
。

　

ア
エ
ノ
コ
ト
に
は
こ
れ
を
し
な
い

と
い
け
な
い
と
い
う
決
ま
り
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
が
代
々

守
っ
て
き
た
こ
と
を
続
け
る
こ
と
が

大
切
な
の
で
す
。
田
の
神
様
も
家
に

よ
っ
て
違
い
ま
す
。
盲
目
の
場
合
も

あ
れ
ば
、片
目
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。

十
郎
原
の
梅
さ
ん
の
家
で
は
御
膳
を

三
つ
並
べ
、
3
人
の
田
の
神
様
を
招

田
中
家
の
ア
エ
ノ
コ
ト

　

わ
た
し
の
家
で
は
、
先
祖
代
々
ア

エ
ノ
コ
ト
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。
父

親
が
や
っ
て
い
た
の
を
子
ど
も
の
こ

ろ
か
ら
ず
っ
と
見
て
き
て
、
子
ど
も

心
に
「
変
な
こ
と
や
っ
て
る
な
あ
」

と
か
「
本
当
に
田
の
神
様
は
い
る
の

か
な
あ
」
と
思
っ
て
お
風
呂
上
り
の

足
跡
を
調
べ
た
り
も
し
て
い
ま
し
た

ね
。
当
時
は
食
べ
物
も
豊
富
で
は
な

か
っ
た
時
代
、
年
に
2
回
の
ア
エ
ノ

コ
ト
の
日
が
ご
ち
そ
う
を
食
べ
ら
れ

る
日
で
し
た
。
父
親
が
や
っ
て
い
る

30
年
く
ら
い
前
か
ら
取
材
が
来
た
↘

き
も
て
な
し
ま
す
。
夫
婦
ゲ
ン
カ
を

し
て
、
隣
の
家
に
入
れ
な
い
田
の
神

様
を
招
い
た
そ
う
で
す
が
、
ア
エ
ノ

コ
ト
を
大
切
に
し
て
き
た
梅
さ
ん
の

家
か
ら
有
名
な
写
真
家
が
生
ま
れ
た

こ
と
は
不
思
議
な
こ
と
で
す
ね
。

田
の
神
様
が
伝
え
る
も
の

　

ア
エ
ノ
コ
ト
は
稲
作
だ
け
で
は
な

く
、
畑
や
山
の
恵
み
、
海
の
恵
み
を

供
え
、
す
べ
て
を
田
の
神
様
に
感
謝

す
る
こ
と
で
家
の
繁
栄
を
も
願
い
ま

す
。
そ
し
て
目
に
見
え
な
い
神
様
を

扱
う
節
度
は
、
相
手
に
対
す
る
思
い

や
り
を
表
し
ま
す
。

　

わ
た
し
が
今
、
ア
エ
ノ
コ
ト
の
実

演
で
皆
さ
ん
に
一
番
伝
え
た
い
こ
と

は
、「
食
の
大
切
さ
」
と
「
人
へ
の

思
い
や
り
の
心
」
で
す
。
こ
れ
か
ら

も
ア
エ
ノ
コ
ト
を
通
じ
て
伝
え
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

国
指
定
文
化
財
と
な
っ
た
30
年
前

は
、
柳
田
だ
け
で
も
何
百
件
と
い
う

農
家
が
ア
エ
ノ
コ
ト
を
し
て
い
ま
し

た
が
、
現
在
は
数
え
る
ほ
ど
に
ま
で

激
減
し
て
い
ま
す
。

　

奥
能
登
の
農
家
で
先
祖
代
々
伝

わ
っ
て
き
た
ア
エ
ノ
コ
ト
と
い
う
す

ば
ら
し
い
伝
統
を
、
文
化
財
と
し
て

い
か
に
残
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

が
、
今
後
の
課
題
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

田中  登さん

合鹿庵アエノコト執行者

Tanaka Noboru　63 歳・小間生

―

実
現
へ
の
い
き
さ
つ
は
。

　

国
重
地
区
は
現
在
、
19
戸
49
人
が

暮
ら
す
地
域
で
す
。
今
回
、
地
区
と

し
て
ア
エ
ノ
コ
ト
神
事
を
行
う
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
は
、
ユ
ネ
ス
コ
へ
の
登

録
推
薦
と
い
う
話
題
を
耳
に
し
た
こ

と
で
し
た
。
そ
の
後
、
有
志
ら
が
意

見
を
出
し
合
う
機
会
を
設
け
、
実
現

へ
と
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。

―

準
備
で
苦
労
し
た
点
な
ど
は
。

　

わ
た
し
に
は
10
歳
の
こ
ろ
に
家
族

で
ご
ち
そ
う
を
食
べ
た
と
い
う
記
憶

し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
資
料
や

写
真
を
集
め
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
昔

の
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
準
備
が
進

め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
お
宅
で
神
事
の
方
法

が
違
う
の
で
、
現
代
の
国
重
地
区
に

合
わ
せ
た
形
に
な
る
よ
う
相
談
し
て

き
ま
し
た
。
料
理
は
町
内
の
お
母
さ

ん
た
ち
に
作
っ
て
も
ら
い
、
甘
酒
は

懐
か
し
い
味
わ
い
に
仕
上
が
っ
て
い

て
、
遠
い
記
憶
が
蘇
り
ま
し
た
。

　

初
め
て
の
こ
と
で
、
不
安
も
あ
り

ま
し
た
が
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
当
日
は
、
仕
事
を
終
え

た
地
域
の
人
た
ち
も
足
を
運
ん
で
く

だ
さ
り
、
思
い
出
話
に
花
を
咲
か
せ

ま
し
た
。

―

神
事
を
終
え
て
感
じ
た
こ
と
は
。

　

国
重
地
区
で
は
現
在
で
も
２
軒
の

お
宅
で
神
事
を
続
け
て
い
ま
す
。
能

登
は
自
然
を
敬
う
心
が
強
い
地
域

で
、
能
登
の
人
は
自
然
界
の
す
べ
て

に
感
謝
す
る
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
地
域
の
活
動
を
通
し
て

感
謝
す
る
心
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が

で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

◎INTERVIEW
_02

「
ア
エ
ノ
コ
ト
を
地
域
の
力
で
復
活

さ
せ
た
い―

」

　

昨
年
12
月
、
世
界
無
形
遺
産
登
録

候
補
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
国
重
地

区
の
有
志
が
集
ま
っ
た
。
地
区
で
の

話
し
合
い
を
重
ね
、
ア
エ
ノ
コ
ト
を

執
行
し
た
吉
村
安
弘
さ
ん
（
国
重
町

内
会
長
）
に
話
を
聞
い
た
。

築 140 年の自宅で田の神をもてなす吉村さん。
地域の人に見守られ、半世紀ぶりの神事となった。
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◎ INTERVIEW_01

アエノコトが
伝えるもの
　現在、能登町で本格的にアエノコト神事を行っ
ている家庭は少ない。だからこそ合鹿庵で毎年
実演されるアエノコトは、保存・継承という面
で極めて重要な役割を担っている。
　アエノコトが世界無形遺産に登録される予定
の 2009 年。アエノコトが現代のわたしたちに
伝えるものは何なのか、あらためて考えるため
に執行者の田中登さんに話を聞いた。

食に感謝する心、
人を思いやる心を
感じてほしい。


