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　「
田
の
神
様
、
お
迎
え
に
参
り
ま

し
た
。家
ま
で
ご
案
内
い
た
し
ま
す
」

　
12
月
5
日
は
『
暮
れ
の
あ
え
の
こ

と
』。
田
の
神
様
を
田
ん
ぼ
か
ら
迎

え
る
『
田
の
神
迎
え
』
が
行
わ
れ
る
。

 

　
柳
田
植
物
公
園
合
鹿
庵
で
は
、

20
年
以
上
前
か
ら
あ
え
の
こ
と
を
実

演
し
保
存
伝
承
し
て
き
た
。
こ
れ
ま

で
合
鹿
庵
の
あ
え
の
こ
と
を
執
行
し

て
き
た
故
田
中
登
さ
ん
（
小
間
生
）

に
代
わ
り
、
田
の
神
様
を
迎
え
る
の

は
中
正
道
さ
ん
（
上
町
）。
田
ん
ぼ

に
く
わ
を
3
回
入
れ
て
稲
株
を
起
こ

し
、
田
の
神
様
を
サ
カ
キ
に
宿
す
。

　「
こ
こ
は
石
段
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。
お
気
を
付
け
て
お
上
が
り
く
だ

さ
い
」

　
夫
婦
神
で
目
が
不
自
由
だ
と
信
じ

ら
れ
て
い
る
田
の
神
様
を
ゆ
っ
く
り

と
家
ま
で
案
内
す
る
中
さ
ん
。
玄
関

で
サ
カ
キ
の
泥
を
落
と
し
、
い
ろ
り

に
案
内
し
暖
を
と
っ
て
も
ら
う
。

　「
田
の
神
様
、
一
年
間
ご
苦
労
様

で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
の
間

お
休
み
く
だ
さ
い
」

　
中
さ
ん
は
、
風
呂
の
準
備
を
確
認

し
て
か
ら
お
風
呂
へ
と
案
内
す
る
。

　「
お
湯
加
減
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。
ど
う
ぞ
ご
ゆ
っ
く
り
温
ま
り
く

だ
さ
い
」

　
お
風
呂
の
あ
と
は
、
御
膳
が
用
意

さ
れ
た
座
敷
へ
。
中
さ
ん
は
二
礼
二

拍
手
一
拝
の
あ
と
、口
上
を
述
べ
る
。

　「
本
年
は
干
ば
つ
が
心
配
さ
れ
ま

し
た
が
、
お
か
げ
さ
ま
を
持
ち
ま
し

て
い
つ
も
以
上
の
収
穫
と
な
り
ま
し

た
。
田
の
神
様
の
お
か
げ
で
ご
ざ
い

ま
す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」

　「
米
は
コ
シ
ヒ
カ
リ
で
ご
ざ
い
ま

す
。
汁
は
納
豆
汁
で
ご
ざ
い
ま
す
。

刺
身
は
ブ
リ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
甘
酒

も
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。
尾
頭
は

ハ
チ
メ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
は
ぎ
も

ご
ざ
い
ま
す
。
簡
単
な
料
理
で
は
ご

ざ
い
ま
す
が
、
ご
ゆ
っ
く
り
お
召
し

上
が
り
く
だ
さ
い
」

　
目
が
不
自
由
な
田
の
神
様
に
一
品

一
品
料
理
を
説
明
し
て
食
事
を
待

つ
。た
く
さ
ん
用
意
さ
れ
る
料
理
は
、

後
で
家
族
と
分
け
合
う
。
昔
の
人
に

と
っ
て
、
あ
え
の
こ
と
は
数
少
な
い

ご
ち
そ
う
の
日
で
も
あ
っ
た
。

　「
腹
一
杯
召
し
上
が
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
。
し
ば
ら
く
の

間
、
種
も
み
で
お
休
み
く
だ
さ
い
」

　
田
の
神
様
は
、
農
家
の
命
と
も
言

え
る
種
も
み
を
守
り
な
が
ら
、
2
月

9
日
の
『
田
の
神
送
り
』
ま
で
家
族

と
一
緒
に
冬
を
過
ご
す
。

① _二礼二拍手一拝のあと、くわ
を３回入れ、田の神様をより代で
あるサカキに宿す。　② _田の
神様を家まで案内する。途中、段
がある場所では立ち止まって注意
を促す。　③ _風呂の準備ができ
るまでいろりで暖をとる。　④ _
お風呂では背中を流さずに声かけ
のみ。「夫婦での入浴をじゃまし
ない」と中さん。　⑤ _料理は中
家で行うものとほぼ同じものが用
意された。中家では代々、女神の
方だけ二又大根にするという。

田
の
神
様
に
一
年
の
収
穫
を
感
謝
す
る
「
あ
え
の
こ
と
」
は

奥
能
登
の
農
家
が
先
祖
代
々
伝
え
て
き
た
伝
統
文
化
だ
。

そ
の
価
値
は
「
能
登
の
里
山
里
海
」
が
世
界
農
業
遺
産

（
Ｇジ

ア

ス

Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｓ
）
に
登
録
さ
れ
た
際
も
高
く
評
価
さ
れ
た
。

能
登
が
世
界
に
誇
る
文
化
を
大
切
に
伝
え
、
守
り
続
け
て
い

く
人
た
ち
を
追
っ
た
。

世界農業遺産に登録後、
初めてとなったあえの
ことには、県内外から
多くの見物人が訪れた。
神事の後、質問攻めを
受けた中さんは、一つ
一つ丁寧に答えていた。

①②③④⑤
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―
中
家
の
あ
え
の
こ
と
に
つ
い
て
教

え
て
く
だ
さ
い
。

　
32
年
前
に
父
が
亡
く
な
り
、
ず
っ

と
私
が
あ
え
の
こ
と
を
や
っ
て
き
ま

し
た
。
当
時
、
ほ
と
ん
ど
の
家
で
あ

え
の
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
、「
親

が
死
ん
で
あ
え
の
こ
と
を
し
な
く

な
っ
た
」
と
言
わ
れ
な
い
よ
う
に
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
父
は
、
先
代
の
も
の
を
し
っ
か
り

受
け
継
ご
う
と
し
た
人
で
し
た
。
私

も
そ
れ
を
見
て
い
た
の
で
、
や
ら
な

け
れ
ば
と
い
う
気
持
ち
で
し
た
。

　
子
ど
も
の
こ
ろ
は
、
見
え
な
い
田

の
神
様
を
も
て
な
す
父
を
不
思
議
に

感
じ
な
が
ら「
早
く
食
べ
た
い
な
ぁ
」

と
思
っ
て
見
て
い
た
だ
け
で
し
た

が
、
お
か
げ
で
父
の
作
法
を
受
け
継

ぐ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
料
理
や
準
備
な
ど
の
細
か
い
こ
と

は
母
親
に
聞
き
ま
し
た
。
妻
も
一
緒

に
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も

よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

―
合
鹿
庵
の
あ
え
の
こ
と
を
引
き
受

け
た
理
由
は
。

　
一
つ
は
、
自
分
た
ち
の
世
代
で
親

が
死
ん
だ
後
に
あ
え
の
こ
と
を
や
め

た
り
、
簡
素
化
し
て
し
ま
っ
た
人
が

多
い
の
で
は
な
い
か
と
実
感
し
て
い

た
か
ら
で
す
。
世
界
無
形
文
化
遺
産

や
世
界
農
業
遺
産
へ
の
登
録
を
き
っ

か
け
に
、
も
う
一
度
し
っ
か
り
や
っ

て
み
よ
う
と
い
う
家
の
参
考
に
な
れ

ば
と
思
い
ま
し
た
。

　
も
う
一
つ
は
、
大
地
主
な
ど
が
や

ら
れ
る
よ
う
な
立
派
な
あ
え
の
こ
と

を
見
て
、
二
の
足
を
踏
む
人
が
な
く

な
る
よ
う
に
、
大
多
数
の
農
家
で
行

わ
れ
る
素
朴
な
あ
え
の
こ
と
を
残
し

て
い
け
れ
ば
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま

し
た
。

―
あ
え
の
こ
と
で
、
中
さ
ん
が
大
切

に
し
て
い
る
こ
と
は
な
ん
で
す
か
。

　「
感
謝
」
の
気
持
ち
で
す
。
農
業

に
は
災
害
や
天
候
な
ど
、
努
力
や
技

術
だ
け
で
解
決
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
昔
の
人
に
と
っ
て
米
は
生

き
る
糧
で
あ
り
、
無
事
に
収
穫
で
き

た
こ
と
に
対
す
る
、
自
然
の
力
へ
の

感
謝
の
心
が
あ
え
の
こ
と
な
の
だ
と

思
い
ま
す
。

　
最
低
限
の
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
も

大
切
で
す
。
先
祖
代
々
伝
わ
っ
て
き

た
あ
え
の
こ
と
に
は
、
一
つ
一
つ
に

縁
起
を
担
い
だ
「
言
わ
れ
」
が
あ
り

ま
す
。
料
理
で
は
▽
ご
飯
を
山
盛
り

に
す
る
▽
煮
物
の
野
菜
は
大
き
く
切

る
▽
焼
か
な
い
▽
蒸
さ
な
い
―
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
尾
頭
は
ハ
チ
メ
で
、

昔
の
人
は
こ
の
時
期
に
近
海
で
捕
れ

る
魚
を
用
意
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
あ
え
の
こ
と
の
料
理
は
、
そ
の

家
で
採
れ
た
も
の
や
地
元
の
も
の
を

使
っ
た
「
地
産
地
消
」
で
な
け
れ
ば

意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
2
月
の
「
田

の
神
送
り
」
で
は
、
旧
正
月
に
つ
い

た
鏡
餅
を
追
加
し
た
り
、
刺
身
・
汁

は
タ
ラ
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
年
々
豪
華
に
な
っ
て
い
く
あ
え
の

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
無
理
を
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
切
な
こ
と

は
、恵
み
に
感
謝
す
る
農
家
の
「
心
」

で
す
。合
鹿
庵
で
の
実
演
を
通
し
て
、

あ
え
の
こ
と
の
意
味
を
伝
え
て
い
け

れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

中  正道さん
なか・まさみち（60）＝上町

両親から受け継いだ「あえのこと」。
「もう一度やってみよう」という人た
ちの参考になれば―。

INTERVIEW

「あえのことを地域の力で復活させたい―」。国重地区は平成 20 年 12 月に
「国重田の神様保存会」を結成。地区の有志らが集まって話し合いを重ね、

保存会長の吉村安弘さん宅であえのことを実施した。きっかけはユネスコ世界無
形文化遺産への登録。半世紀ぶりに田の神様を迎えた吉村家では、保存会員がそ
れぞれ収穫した米を供え、協力して神事を進めた。
　3年目を迎えた12月5日、保存会員らが吉村家に集まり田の神様をもてなした。
吉村さんは、目が不自由な田の神様をお風呂に案内したあと、用意された御膳の
料理を一品一品説明しながら、収穫への感謝と地区の繁栄を祈った。

神野公民館では、昨年の「田の神送り」からあえのことを実演している。「子
どものころから田の神様をもてなす親を見てきて、この伝統を守っていき

たいとずっと思っていた」と話す的場清一館長。稲作農家が多い神野地区では、
田んぼでの迎えを省くなど簡素化したあえのことを実践する家が 50 軒以上残っ
ているという。前回の執行役は、長年あえのことを実践してきた曽又の平野繁さ
んにお願いした。12 月 5日の「田の神迎え」は急きょ的場さんが執行役に。「田
の神様と話をする感覚は、いつもと違い緊張した」と振り返る。「今後は執行役
を交代でやってもらうことで、田の神様を感じてほしい」と抱負を語った。

国重地区

神野地区

【主催】国重田の神様保存会

【執行者】吉村安弘さん

【執行場所】吉村家

【主催】神野公民館

【執行者】的場清一さん

【執行場所】神野公民館

右：田んぼから迎えた田の
神様をもてなす的場さん。
地域の協力を得て、準備が
進められた。
下：用意された御膳。家に
よって、田の神様は夫婦で
はなく一人の場合もある。

左：田の神様に料理を説明
し、お神酒をつぐ吉村さん。
下：保存会の皆さんが協力
して準備した御膳。供え物
の中では、立派な二又大根
（人を表す）を探すのに苦
労するという。

12 月 5日の夕方、中さん宅で行われたあえのこと


