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春
の
訪
れ
を
告
げ
る
国
指
定
重
要
無
形
民

俗
文
化
財
の
「
ア
マ
メ
ハ
ギ
」
が
2
月
3
日

夜
、
秋
吉
・
河
ヶ
谷
・
清
真
・
宮
犬
の
各
地

区
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
内
浦
地
区
の
ア
マ
メ

ハ
ギ
は
小
中
学
生
が
鬼
に
扮ふ
ん

し
て
家
々
を
巡

り
ま
す
。「
ア
マ
メ
」
と
は
い
ろ
り
な
ど
、

暖
房
に
あ
た
り
す
ぎ
る
と
で
き
る
と
い
わ
れ

る
「
火
だ
こ
」
の
こ
と
。
立
春
前
夜
に
、
子

ど
も
た
ち
の
元
を
訪
れ
、
怠
け
癖
が
つ
い
て

い
な
い
か
、
脅
し
な
が
ら
戒
め
ま
す
。

　

2
月
17
日
、
文
化
審
議
会
が
「
能
登
内
浦

の
ア
マ
メ
ハ
ギ
」
を
含
む
、
仮
装
し
た
神
が

家
々
を
訪
れ
る
同
様
の
行
事
8
件
を
「
来
訪

神
：
仮
面
・
仮
装
の
神
々
」
と
し
て
、
国
連

教
育
・
科
学
・
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
無

形
文
化
遺
産
登
録
へ
提
案
す
る
こ
と
を
決
定

し
ま
し
た
。
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
は

す
で
に
「
あ
え
の
こ
と
」
が
登
録
さ
れ
て
い

ま
す
。
平
成
29
年
11
月
に
関
係
国
会
議
が
開

か
れ
、
登
録
が
審
議
さ
れ
る
予
定
で
す
。

突如登場した鬼に驚き、泣き叫ぶ子ども（秋吉の天野さん宅）

行事に彩りを添えようと、秋吉
公民館は約千個の竹灯籠を作
り、道路脇などに設置した。

　

平
成
27
年
に
18
年
ぶ
り
に
行
事
を
復
活
し

た
宮
犬
地
区
で
は
、
小
学
生
4
人
が
鬼
に
仮

装
し
て
、
地
区
の
20
軒
あ
ま
り
の
家
々
を
巡

り
ま
し
た
。

　

午
後
6
時
、
宮
犬
地
区
集
会
場
に
子
ど
も

た
ち
と
世
話
役
の
大
人
が
集
合
し
、
蓑
や
前

垂
れ
を
身
に
つ
け
ま
し
た
。
衣
装
や
道
具

は
、
各
家
に
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
を
持
ち

寄
り
、
足
り
な
い
分
は
秋
吉
公
民
館
の
蓑
づ

く
り
講
座
に
参
加
す
る
な
ど
し
て
そ
ろ
え
ま

し
た
。「
ア
マ
メ
ー
」
の
声
と
と
も
に
鬼
た

ち
が
玄
関
先
に
登
場
す
る
と
、
小
さ
な
子
が

い
る
家
で
は
、
鬼
の
迫
力
に
驚
い
て
激
し
く

泣
き
叫
ぶ
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
多
く
の
家

で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
扮ふ
ん

す
る
鬼
の
登
場
を

待
ち
わ
び
て
い
て
、
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
が
か

け
ら
れ
ま
し
た
。

　

集
会
場
に
帰
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
家
の

人
か
ら
も
ら
っ
た
お
菓
子
な
ど
を
公
平
に
分

け
ま
し
た
。
行
事
を
通
じ
て
、
6
年
生
が
中

心
と
な
っ
て
子
ど
も
の
輪
が
で
き
ま
す
。
子

ど
も
を
支
え
る
地
域
や
家
々
の
協
力
で
、
さ

ら
に
絆
が
深
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

立
春
前
夜
、
夜
空
に
響
く
鬼
の
声

能
登
に
春
呼
ぶ
ア
マ
メ
ハ
ギ
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珠洲市

能登町輪島市

穴水町

・甑
こしきじま

島のトシドン（鹿児島県薩摩川内市）
・男鹿のナマハゲ（秋田県男鹿市）
・能登のアマメハギ（能登町、輪島市）
・宮古島のパーントゥ（沖縄県宮古島市）
・遊

ゆ ざ

佐の小正月行事―アマハゲ（山形県遊佐町）
・米

よねかわ

川の水かぶり（宮城県登米市）
・見

み し ま

島のカセドリ（佐賀県佐賀市）
・吉浜のスネカ（岩手県大船渡市）

「来訪神：仮面・仮装の神々」を
構成する全国各地の行事

が
見
ら
れ
ま
す
。

　

能
登
町
の
ア
マ
メ
ハ
ギ
は
、
子
ど
も

が
「
鬼
」
に
仮
装
し
ま
す
が
、
輪
島
市

門
前
町
皆
月
の
ア
マ
メ
ハ
ギ
で
は
、
大

人
の
青
年
会
員
が
「
天
狗
」「
猿
」「
ガ

チ
ャ
」
と
呼
ば
れ
る
3
種
の
面
を
着
け

て
家
々
を
巡
り
ま
す
。
天
狗
は
神
棚
で

か
し
わ
手
を
う
ち
、
お
払
い
を
行
い
ま

す
。
輪
島
市
輪
島
崎
町
と
河
井
町
で
行

わ
れ
る
「
面
様
年
頭
」
は
、
小
学
生
が

男
面
・
女
面
で
神
の
姿
に
扮ふ
ん

し
て
、
訪

れ
た
家
の
当
主
か
ら
年
賀
の
あ
い
さ
つ

を
受
け
ま
す
。

　

無
形
文
化
遺
産
と
は
、
国
連
教

育
・
科
学
・
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス

コ
）
が
無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
に

基
づ
き
、
世
界
的
に
価
値
の
高
い
無

形
文
化
財
を
登
録
す
る
制
度
で
す
。

能
登
で
は
平
成
21
年
に
「
奥
能
登
の

あ
え
の
こ
と
」
が
登
録
さ
れ
て
い
ま

す
。
ア
マ
メ
ハ
ギ
は
、
無
形
文
化
遺

産
リ
ス
ト
に
既
に
登
録
さ
れ
て
い
る

「
甑
島
の
ト
シ
ド
ン
」（
鹿
児
島

県
）
と
似
て
い
る
点
が
あ
る
た

め
、
こ
の
行
事
の
要
素
を
変
更

し
、
8
件
を
一
括
し
て
提
案
さ

れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
も
の

で
す
。「
来
訪
神
：
仮
面
・
仮

装
の
神
々
」
を
構
成
す
る
こ
の

8
件
の
行
事
に
は
、
正
月
な
ど

年
の
節
目
に
来
訪
神
に
扮ふ
ん

し
た

人
が
家
々
を
訪
れ
、
子
ど
も
や

怠
け
者
を
戒
め
た
り
、
災
厄
を

は
ら
っ
た
り
す
る
と
い
う
共
通

点
が
あ
り
ま
す
。
今
後
、
3
月

に
政
府
に
よ
る
決
定
、
平
成
29

年
に
正
式
に
リ
ス
ト
に
登
録
さ

れ
る
見
込
み
で
す
。

　

文
化
審
議
会
に
よ
る
提
案
の

要
旨
に
は
「
地
域
の
人
々
の
絆
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
無
形
文

化
遺
産
の
保
護
・
伝
承
の
事
例
と
し

て
、
国
際
社
会
に
お
け
る
無
形
文
化

遺
産
の
保
護
の
取
組
に
大
き
く
貢
献

す
る
も
の
」
と
行
事
の
意
義
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。
登
録
に
よ
り
ア
マ

メ
ハ
ギ
が
世
界
中
か
ら
注
目
さ
れ
、

地
域
振
興
へ
の
効
果
が
期
待
さ
れ
ま

す
が
、
同
時
に
、
保
護
や
後
継
者
育

成
な
ど
、
能
登
に
住
む
私
た
ち
に
も

行
事
の
伝
承
に
向
け
た
努
力
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

能
登
の
伝
統
行
事

世
界
が
認
め
る
宝
に

多
様
な
習
俗

能
登
の
ア
マ
メ
ハ
ギ

　
「
能
登
の
ア
マ
メ
ハ
ギ
」
と
し
て
国

の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
の
は
、
能
登
町
と
輪
島
市
に
伝
わ
る

「
ア
マ
メ
ハ
ギ
」
と
、
輪
島
市
で
行
わ

れ
て
い
る
「
面め
ん
さ
ま
ね
ん
と
う

様
年
頭
」
で
す
。
ア
マ

メ
ハ
ギ
は
、
正
月
や
立
春
前
の
節
目
に

家
々
を
訪
れ
、
子
ど
も
の
怠
け
癖
を
戒

め
る
点
は
同
じ
で
す
が
、
家
々
を
巡
る

人
や
衣
装
、
道
具
な
ど
、
習
俗
に
違
い

大 人 が ノ ミ と 木 づ
ち で 子 ど も を 脅 す
皆月のアマメハギ

　　 ○
門前町皆月・

五
い ぎ す

十洲

輪島崎町・河井町 ○
 ○ （大野町）

 ○ 秋吉地区

アマメハギ　
　1 月 2 日…輪島市門前町皆月（かつては
　　　　　　6 日に実施）、五十洲
　2 月 3 日…秋吉・清真・河ヶ谷

「能登のアマメハギ」
に指定されている行事

面様年頭
　1 月 14 日…輪島市輪島崎町
　1 月 20 日…輪島市河井町

無 言 で 神 棚 の 前 に 座
り、主人から祝いの言
葉を受ける「面様年頭」

子どもが鬼に扮する
能登町のアマメハギ

能登各地で行われている
アマメハギ

　
「
無
形
文
化
遺
産
へ
の
登
録
提
案
は
夢

の
よ
う
で
す
」
と
話
す
の
は
秋
吉
地
区
ア

マ
メ
ハ
ギ
保
存
会
の
天
野
登
会
長
で
す
。

新
聞
社
や
テ
レ
ビ
局
な
ど
か
ら
問
い
合
わ

せ
が
相
次
ぎ
、
忙
し
い
日
々
を
過
ご
し
て

い
ま
す
。

　
「
能
登
に
伝
わ
る
素
朴
さ
が
、
最
大
の

魅
力
」
と
、
伝
統
に
則
し
て
行
事
を
実
施

す
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
ま
す
。
天
野
さ

ん
は
趣
味
の
写
真
を
生
か
し
、
カ
メ
ラ
雑

誌
へ
の
情
報
提
供
や
、
駅
で
の
写
真
パ
ネ

ル
展
示
な
ど
地
道
な
活
動
を
続
け
、
行
事

を
周
知
し
て
き
ま
し
た
。
昭
和
54
年
に
国

の
指
定
を
受
け
、
多
く
の
カ
メ
ラ
マ
ン
が

訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
自
宅
を

開
放
し
、
ア
マ
メ
ハ
ギ
の
魅
力
発
信
を
続

け
て
い
ま
す
。

　

自
身
が
子
ど
も
の
こ
ろ
の
よ
う
に
、
楽

し
い
ア
マ
メ
ハ
ギ
を
体
験
し
て
も
ら
お
う

と
、
子
ど
も
た
ち
に
負
担
が
か
か
ら
な
い

よ
う
配
慮
し
て
い
ま
す
。
鬼
役
の
子
ど
も

た
ち
に
行
事
に
つ
い
て
教
え
、
行
事
が
終

わ
っ
て
か
ら
は
作
文
で
振
り
返
ら
せ
る
な

ど
、
伝
承
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
天
野
さ
ん
は
、
自
宅
を
プ
チ
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
「
奥
能
登
ト
リ
ビ
ア
蔵
・
あ
ま
め
は

ぎ
館
」
と
し
て
、
蓑み
の

や
包
丁
な
ど
の
ア
マ

メ
ハ
ギ
の
道
具
展
示
や
映
像
の
上
映
を
行

い
、
1
年
を
通
し
て
行
事
に
つ
い
て
知
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

町
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会
の
会
長
で

も
あ
る
天
野
さ
ん
。「
ア
マ
メ
ハ
ギ
は
世

界
の
宝
に
な
り
ま
す
。
世
界
農
業
遺
産
認

定
と
あ
え
の
こ
と
を
合
わ
せ
て
、
能
登
町

に
3
つ
の
宝
が
あ
り
ま
す
。
案
内
の
方
法

な
ど
も
考
え
直
し
た
い
と
思
い
ま
す
」
と

力
を
込
め
ま
す
。「
能
登
の
魅
力
を
広
く

発
信
し
て
、
地
域
が
さ
ら
に
活
性
化
す
る

よ
う
、
一
歩
一
歩
前
進
し
て
い
き
ま
す
」

と
、
決
意
を
新
た
に
し
て
い
ま
し
た
。

「
登
録
は
夢
の
よ
う
」

地
域
活
性
化
に
決
意

能登町秋吉地区アマメハギ保存会長

天野  登さん（80）＝秋吉＝

秋
吉
公
民
館
は
、
ア
マ
メ
ハ
ギ
の
衣
装

づ
く
り
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
平
成

24
年
11
月
、
上
の
堂
下
久
子
さ
ん
の
手
ほ
ど

き
で
蓑み
の

づ
く
り
講
座
を
実
施
し
ま
し
た
。
翌

年
は
前
垂
れ
を
、
平
成
26
年
は
深
靴
を
造
り

ま
し
た
。
深
靴
は
形
状
が
立
体
的
で
難
易
度

が
高
く
、
公
民
館
に
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の

を
参
考
に
作
る
こ
と
は
困
難
で
し
た
。
作
業

経
験
者
が
近
隣
に
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

珠
洲
市
の
藪
下
益
栄
さ
ん
を
講
師
に
招
き
ま

し
た
。
週
に
一
度
行
わ
れ
た
講
座
に
は
、
輪

島
市
の
2
つ
の
公
民
館
か
ら
も
参
加
が
あ
る

な
ど
、
多
く
の
人
が
関
心
を
寄
せ
ま
し
た
。

　

秋
吉
公
民
館
の
取
り
組
み
は
、
行
事
の
衣

装
を
そ
ろ
え
る
だ
け
で
な
く
、
地
区
の
伝
統

技
術
継
承
に
も
貢
献
し
て
い
ま
す
。

輪
島
市
大
野
町
で
は
、
行
事
の
担
い
手

と
な
る
子
供
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
昭
和
39
年
を
最
後
に
ア
マ
メ
ハ
ギ
が

途
絶
え
て
い
ま
し
た
。
伝
統
文
化
を
引
き
継

ご
う
と
、地
区
の
「
大
野
町
子
ど
も
育
成
会
」

が
中
心
と
な
り
、
平
成
25
年
に
復
活
さ
せ
ま

し
た
。
生
徒
が
お
年
寄
り
か
ら
体
験
談
を
聞

き
取
る
な
ど
努
力
し
、
お
よ
そ
半
世
紀
ぶ
り

に
行
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
は
1
月
11
日
に
地
元
在
住
の
輪
島
中

学
校
生
徒
5
人
が
、
麻
袋
や
蓑み
の

を
か
ぶ
り
、

鬼
や
神
主
に
扮
し
て
家
々
を
巡
り
ま
し
た
。

子
ど
も
の
い
る
家
で
は
、「
親
の
言
う
こ
と

を
聞
く
か
」「
片
づ
け
を
す
る
か
」
と
脅
し
、

い
い
子
に
な
る
よ
う
約
束
さ
せ
ま
し
た
。
神

主
役
の
生
徒
が
神
棚
に
向
か
っ
て
祝
詞
を
あ

げ
、
家
族
の
お
払
い
を
し
て
五
穀
豊
穣
を
祈

り
ま
し
た
。

伝
統
継
承
に
向
け
て

各
地
で
続
く
努
力

蓑作りを指導す
る堂下さん

立体的で複雑な
形状の「深靴」

鬼 と 神 主 が 家 々 を
巡 る、 輪 島 市 大 野
町のアマメハギ


