
奥
能
登
に
伝
わ
る
「
饗あ

え

の
こ
と
」 

 

田
の
神
に
感
謝
し
つ
づ
け
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蟇
目
良
雨 

 奥
能
登
に
静
か
に
継
承
さ
れ
て
き
た
行
事
に
《
あ
え
の
こ
と
》
が

あ
る
。
平
時
忠
卿
が
源
平
の
壇
ノ
浦
の
合
戦
に
破
れ
こ
の
地
に
流
さ

れ
て
没
し
て
か
ら
千
二
百
年
近
く
経
つ
が
、
こ
の
一
帯
に
平
家
の
落

ち
武
者
の
ご
と
く
《
あ
え
の
こ
と
》
神
事
が
あ
る
。 

神
事
で
あ
る
が
神
職
は
参
加
し
な
い
。
行
う
家
々
ご
と
に
多
少
違

っ
た
や
り
方
で
あ
り
、
ゴ
テ
（
世
帯
主
・
ご
亭
主
）
が
自
ら
執
り
行

う
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。 

 

 

羽
咋
出
身
の
棚
山
波
朗
さ
ん
に
引
率
さ
れ
て
奥
能
登
で
行
わ
れ
た

二
つ
の
《
暮
の
あ
え
の
こ
と
》
を
見
聞
す
る
こ
と
が
出
来
た
。 

文
化
庁
が
昭
和
五
一
年
に
「
奥
能
登
の
あ
え
の
こ
と
」
を
国
指
定

重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
し
た
事
由
を
揚
げ
て
お
く
。「
こ
の
行
事
は
、

農
耕
儀
礼
の
典
型
例
と
し
て
奥
能
登
に
顕
著
な
分
布
を
示
す
。
各
農

家
に
お
け
る
行
事
次
第
や
内
容
に
は
細
部
に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
も

の
の
、
ゴ
テ
（
世
帯
主
）
自
ら
の
采
配
に
よ
っ
て
収
穫
後
に
そ
れ
ぞ

れ
の
家
に
田
の
神
を
迎
え
、
饗
応
し
て
豊
穣
に
感
謝
し
、
田
の
神
と

共
に
越
冬
の
春
耕
に
先
立
ち
再
び
饗
応
し
て
豊
穣
を
祈
願
し
送
り
出

す
と
い
う
形
態
が
一
般
的
で
あ
り
、
眼
前
に
田
の
神
が
い
ま
す
が
ご

と
く
執
り
行
う
所
作
や
直
会
に
は
、
豊
穣
に
対
す
る
感
謝
と
願
い
が

素
朴
な
ま
ま
に
発
露
さ
れ
て
い
る
。
稲
作
農
耕
に
従
っ
て
き
た
我
が

国
民
の
基
盤
的
生
活
の
特
色
を
典
型
的
に
示
す
事
例
と
し
て
極
め
て

重
要
で
あ
る
。」 

 

 

平
成
十
九
年
十
二
月
五
日
、
珠
洲
市
若
山
町
火
宮
の
旧
家
田

中
家
で
行
わ
れ
た
《
暮
れ
の
あ
え
の
こ
と
》
は
つ
ぎ
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
。 

暮
れ
の
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
た
の
は
《
春
の
あ
え
の
こ
と
》
も
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、
平
家
の
揚
羽
蝶
の
家
紋
を
付
け
る
田
中
家
は

（
二
月
九
日 

春
の
あ
え
の
こ
と
）（
二
月
十
日 

鍬
祭
り
）
（
二
月

十
一
日 

田
打
ち
）（
五
月
上
旬 

い
ぶ
り
祭
り
）
（
九
月
上
旬 

刈

上
げ
祭
り
）
そ
し
て
（
十
二
月
五
日 

暮
の
あ
え
の
こ
と
）
と
年
間

を
通
し
て
田
の
神
を
も
て
な
し
て
い
る
。 

 

《
あ
え
の
こ
と
》
に
連
な
る
田
の
神
を
祀
る
稲
魂
信
仰
は
縄
文
時

代
か
ら
あ
っ
た
と
い
う
史
家
も
い
る
そ
う
だ
が
、
と
も
か
く
時
雨
れ

た
り
霙
に
な
っ
た
り
霰
が
降
っ
た
り
と
い
う
能
登
に
ふ
さ
わ
し
い
冬

の
日
和
の
中
を
田
中
家
へ
急
ぐ
。
と
あ
る
大
き
な
家
に
案
内
さ
れ
た
。

外
に
祭
ら
し
い
飾
り
も
の
を
一
切
し
て
い
な
い
の
で
始
め
何
の
た
め

に
こ
の
家
を
訪
れ
る
の
か
と
訝
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
土
間
が
あ
り
暗

い
寒
さ
の
中
で
靴
を
脱
ぎ
板
腰
障
子
を
開
け
て
座
敷
に
入
る
と
囲
炉

裏
を
切
っ
て
あ
る
座
敷
と
次
座
敷
が
開
放
さ
れ
て
い
て
、
先
客
が
二

十
名
ほ
ど
静
か
に
座
っ
て
い
る
。
裃
姿
で
囲
炉
裏
の
横
に
座
っ
て
お

ら
れ
る
の
が
田
中
家
の
ゴ
テ
田
中
牛
雄
さ
ん
で
あ
る
。
半
白
の
髪
の

も
の
静
か
な
方
で
あ
る
。 



午
後
二
時
に
田
中
家
の
柱
時
計
が
鳴
り
出
す
と
《
暮
の
あ
え
の
こ
と
》

が
始
ま
っ
た
。 

 
 

田
中
家
で
は
九
月
の
《
刈
上
げ
祭
り
》
の
と
き
に
田
の
神
を
神

棚
に
迎
え
上
げ
て
い
る
の
で
今
日
は
田
ん
ぼ
ま
で
神
様
を
迎
え
に
行

く
こ
と
は
し
な
い
。
鴨
居
の
上
に
吊
っ
て
あ
る
神
棚
に
「
繁
栄
」
と

「
福
」
と
記
さ
れ
た
切
幣
が
下
げ
ら
れ
そ
の
直
下
の
畳
の
上
に
祭
の

場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
米
俵
よ
り
小
振
り
な
四
俵
の
種
籾
俵
が
二

俵
づ
つ
置
か
れ
そ
の
上
に
栗
の
枝
で
作
っ
た
箸
が
二
人
分
載
せ
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
手
前
に
様
々
な
ご
馳
走
が
こ
れ
も
二
人
分
用
意
さ
れ

て
い
る
。
田
の
神
は
厳
し
い
農
作
業
の
た
め
に
盲
目
に
な
ら
れ
た
夫

婦
と
い
う
設
定
で
あ
る
。 

二
礼
二
拍
一
礼
の
あ
と
切
火
が
打
た
れ
口
上
が
始
ま
る
。「
今
年
は

十
分
な
収
穫
が
あ
り
ま
し
た
。
有
難
う
御
座
い
ま
し
た
。
今
日
は
あ

え
の
日
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
ゆ
っ
く
り
な
さ
っ
て
下
さ
い
。」
と
言
っ

て
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
ご
馳
走
を
一
つ
一
つ
紹
介
し
て
ゆ
く
。 

今
日
十
二
月
五
日
は
旧
十
一
月
中
の
卯
の
日
に
当
り
、
新
嘗
祭
の

日
で
あ
る
。
新
嘗
祭
は
天
皇
が
新
穀
を
天
神
地
祇
に
す
す
め
同
時
に

天
皇
も
親
し
く
食
す
行
事
で
あ
る
が
、「
暮
の
あ
え
の
こ
と
」
が
こ
の

日
に
選
ば
れ
た
理
由
に
は
「
百
姓
が
贅
沢
を
し
て
け
し
か
ら
ぬ
」
と

い
う
非
難
を
か
わ
す
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

田
中
家
の
先
代
の
田
中
福
松
さ
ん
の
言
葉
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
百
姓

は
お
米
を
加
賀
藩
に
上
納
し
て
取
ら
れ
て
し
も
う
た
。
田
の
神
様
を

祀
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
耐
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

私
た
ち
の
よ
う
な
高
持
ち
百
姓
に
は
奉
公
人
が
い
た
。
あ
え
の
こ
と

の
時
は
、
奉
公
人
が
終
わ
る
ま
で
い
て
ご
馳
走
を
一
緒
に
食
べ
た
も

の
だ
」「
お
米
は
百
姓
の
口
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
田
の
神
の
行
事
を

行
っ
た
と
言
う
こ
と
は
、
隣
が
一
升
の
お
米
を
取
っ
て
田
中
が
一
升

二
合
の
お
米
を
と
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
」。
即
ち
「
あ
え
の
こ
と
」

を
行
っ
て
奉
公
人
に
ご
馳
走
を
振
る
舞
っ
た
か
ら
こ
そ
良
く
働
い
て

く
れ
て
隣
よ
り
多
く
の
米
を
収
穫
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
意
味

で
あ
ろ
う
。 

目
の
見
え
な
い
夫
婦
神
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
料
理
は
お
お
よ
そ

次
の
通
り
。
大
き
な
木
椀
に
甘
酒
、
二
股
大
根
、
鰤
の
切
り
身
、
鰯
、

ハ
チ
メ
と
土
地
で
呼
ば
れ
る
黒
眼
張
、
赤
眼
張
の
魚
、
小
豆
飯
、
豆

腐
汁
。
煮
物
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ
，
人
参
、
里
芋
、
牛
蒡
、
鰊
の
炊
き
合

わ
せ
。
料
理
に
添
え
ら
れ
た
太
い
栗
の
枝
の
箸
は
、
勝
ち
栗
と
も
い

わ
れ
る
よ
う
に
「
勝
つ
」
こ
と
の
願
掛
け
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
囲
炉
裏
に
く
べ
る
榾
も
栗
の
小
枝
で
あ
る
。
煙
が
香
ば
し
く

火
持
ち
も
良
い
。 

田
の
神
様
の
食
事
が
済
ん
だ
と
お
ぼ
し
き
頃
、
白
扇
の
上
に
二
人

の
神
様
を
載
せ
て
お
風
呂
に
案
内
す
る
。
風
呂
場
は
田
中
家
が
今
使

用
し
て
い
る
普
通
の
タ
イ
ル
張
り
の
風
呂
で
こ
こ
で
も
風
呂
加
減
の

こ
と
を
聞
き
な
が
ら
背
中
を
流
す
振
り
を
し
て
心
を
込
め
て
も
て
な

す
。
入
浴
後
の
神
様
を
炉
端
の
円
座
に
お
連
れ
し
て
湯
冷
め
の
し
な

い
よ
う
栗
の
榾
を
く
べ
て
し
ば
ら
く
お
暖
め
し
て
て
か
ら
再
び
神
棚

に
お
帰
り
い
た
だ
く
。 

こ
の
間
約
一
時
間
。《
暮
の
あ
え
の
こ
と
》
は
ま
こ
と
に
静
か
に
終

了
し
た
。
ゴ
テ
の
田
中
牛
雄
さ
ん
は
祭
に
先
だ
っ
て
今
日
は｢

饗
ノ
コ

ト
荒
れ
」
で
す
ね
と
挨
拶
し
た
が
奥
能
登
地
方
は
こ
の
日
一
日
中
、

冬
の
能
登
を
彷
彿
さ
せ
る
天
候
で
あ
っ
た
。 



 
田
中
家
で
は
見
学
の
人
に
料
理
を
振
舞
う
こ
と
は
し
な
い
が
能
登

町
に
あ
る
柳
田
植
物
公
園
の
「
合
鹿
庵
（
ご
う
ろ
く
あ
ん
）」
で
味
わ

う
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
田
中
さ
ん
の
言
う
奉
公
人
に
も

振
舞
っ
た
と
い
う
「
あ
え
の
こ
と
」
の
料
理
で
あ
る
。
め
い
め
い
に

足
付
き
膳
が
出
さ
れ
甘
酒
が
振
舞
わ
れ
る
。
膳
の
上
の
冷
え
き
っ
た

大
き
な
ハ
チ
メ
（
眼
張
）
の
尾
頭
付
き
を
つ
つ
く
の
に
悪
戦
苦
闘
し

て
い
る
う
ち
に
奥
能
登
の
厳
し
い
風
土
を
生
き
抜
い
て
き
た
先
人
の

苦
労
が
し
み
じ
み
と
分
か
る
よ
う
な
気
分
に
な
っ
て
い
た
。 

 

「
合
鹿
庵
」
の
《
あ
え
の
こ
と
》
神
事
に
つ
い
て
も
簡

単
に
触
れ
て
お
く
。
こ
こ
で
は
田
の
神
を
田
圃
ま
で
行
っ
て
榊
の
依

り
代
に
載
せ
て
お
迎
え
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
形
を
取
っ
て
い
る
。 

長
靴
（
昔
は
雪
沓
か
）
を
履
い
た
ゴ
テ
が
霙
の
降
る
泥
田
に
入
り

持
参
し
た
榊
を
田
に
立
て
て
降
神
し
て
頂
く
。
そ
し
て
神
の
依
り
付

い
た
榊
を
白
扇
に
お
載
せ
し
て
田
か
ら
館
ま
で
導
き
、
炉
端
で
お
温

め
し
て
か
ら
神
座
に
お
着
き
頂
き
食
事
の
も
て
な
し
や
風
呂
の
も
て

な
し
を
行
う
。
こ
の
あ
た
り
は
田
中
家
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。 

こ
の
日
、
白
米
（
し
ら
よ
ね
）
の
千
枚
田
に
お
い
て
も
「
暮
れ
の

あ
え
の
こ
と
」
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。 

能
登
の
荒
磯
は
波
の
花
が
崖
の
上
ま
で
舞
い
上
が
る
寒
風
の
吹
き

す
さ
ん
だ
一
日
で
あ
っ
た
。 

 

暗
く
寒
く
魚
喰
ふ
能
登
の
饗
の
こ
と 

 

良
雨 

                      
能
登
空
港
を
利
用
し
た
今
回
の
旅
は
自
動
車
の
機
動
力
に
助
け
ら

れ
て
珠
洲
、
曽
々
木
、
輪
島
、
南
大
沢
間
垣
村
、
門
前
な
ど
広
く
奥

能
登
の
冬
の
旅
を
満
喫
す
る
こ
と
が
出
来
た
。 

 



 

                        

 

合鹿庵（ごうろくあん）の暮れのあえのこと 平成 19年 12月 05日 

 

②雪囲の合鹿庵へ迎え入れる 

 

①田から神を迎える 

 

④お風呂に入れる 

 

③ 囲炉裏でしばらく温まっていただく 

 
⑥接待の料理の数々。手前は甘酒 

 

⑤湯冷めしないよう囲炉裏で温まる 



                         

                         

 

⑧ご馳走の一品づつを報告 

 
⑦くり、豆、銀杏、白米、二股大根 

 
⑩奉公人も斯くやご馳走に預かったであろう。  

⑨風呂は豆殻で湧かす 

 

⑫ 時計回り左上からハチメ塩焼き、鰤の刺身な

ど、甘酒、小豆飯、中段 膾、煮染め 

 

⑪ゴテ（ご亭主）を中心に頂く 



そ
の
他
作
品 

あ
え
の
こ
と
荒
れ
と
や
時
雨
音
た
て
て 

棚
山
波
朗 

炉
に
爆
ぜ
る
栗
の
生
木
や
饗
の
こ
と 

池
内
け
い
吾 

栗
の
ほ
だ
爆
ぜ
て
静
か
に
あ
え
の
こ
と 

蟇
目
良
雨 

湯
上
り
の
神
に
囲
炉
裏
の
生
木
爆
ず 

 

柚
口 

満 

自
在
鈎
の
紋
も
揚
羽
や
あ
へ
の
こ
と 

 

武
田
孝
子 

田
の
神
を
迎
ふ
裃
能
登
時
雨 

 
 
 
 

倉
林
美
保 

湯
上
り
の
田
の
神
へ
炉
火
燃
え
た
た
す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

飯
田
眞
理
子 

田
の
神
を
祀
る
座
敷
へ
炉
の
煙 

 
 
 

坂
下
草
風 

す
ぐ
乾
く
朝
市
通
り
能
登
時
雨 

 
 
 

沢
ふ
み
江 

寒
風
に
畦
の
細
り
し
千
枚
田 

 
 
 
 

杉
坂
大
和 

地
震
の
跡
残
る
灯
篭
芽
水
仙 

 
 
 
 

中
島
八
起 

村
ひ
と
つ
風
囲
ひ
し
て
住
み
古
り
ぬ 

前
川
み
ど
り 

 

七
つ
島
跨
い
で
架
か
る
冬
の
虹 

 
 

茶
木
喜
代
一 

     

 

能登荒磯 

 

波の花 

 

田中家ゴテ 

 

揚浜式塩田 

 


