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○募集内容
 　若宮八幡社『御田植祭』早乙女の奉仕者
　　・小学６年生までの女の子
　　・奉仕日　令和６年４月６日（土）
　　・杵築地区及び北杵築地区にお住まいになる
　　　子供さんを原則とします
　※来年の若宮楽の奉仕者も募集します
　　（若宮楽は小学６年生までの男女を募集します）
○問合せ先
　金鷹山若宮八幡社
　　宮司　紀田兼宣（きだ かねのぶ）　電話 0978（62）3148（若宮八幡社）

大分県無形民俗文化財
御田植祭（早乙女）の奉仕者を募集します

記

祭
事
の

予
告

昨年の若宮楽

九
月
十
日（
日
）　
仲
秋
祭

親
神
様
で
あ
り
ま
す
京
都
男
山
に
鎮
座
さ
れ
る
石
清
水
八
幡
宮
の
例
祭（
勅
祭
）を
寿
ぐ
と
共
に
、
秋
の

稔
り
多
き
こ
と
と
午
後
か
ら
の
若
宮
楽
の
無
事
奉
納
を
若
宮
八
幡
社
の
神
様
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

午
後
二
時
　 

若
宮
楽
の
奉
納（
大
分
県
無
形
民
俗
文
化
財
）

こ
の
日
の
た
め
に
、北
杵
築
地
区
と
宮
司
区
の
子
供
さ
ん
方
が
一
所
懸
命
に
練
習
を
行
い
ま
し
た

若
宮
楽
は
感
染
症
の
対
策
を
講
じ
て
行
い
ま
す
の
で
、
皆
様
方
の
お
越
し
を
心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ

て
お
り
ま
す（
予
約
不
要
・
無
料
）



金　鷹　山 （２）通巻第18号　令和5年（2023）9月1日発行 神社公式ホームページ開設しております。御覧ください。金鷹山 若宮八幡社 検索

ご神前に奉献された稲穂

子供さんがお召しになる襟掛け

税金の語源でもある懸税

七
五
三
詣
の
祈
願
祭
を
年
内
承
り
ま
す

日
本
の
未
来
の
宝

オリジナル神社トランプ

秋
の
稔
り
多
き
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
新
嘗
祭
を
斎
行

　
 

神
様
に
秋
の
収
穫
を
お
供
え
し
ま
せ
ん
か
？

　

新
嘗
祭
と
は
、毎
年
十
一
月
二
十
三
日
の「
勤
労

感
謝
の
日
」
に
全
国
の
神
社
で
行
わ
れ
る
秋
の
収

穫
を
お
祝
い
す
る
お
祭
り
で
す
。

　

現
在
で
は「
勤
労
感
謝
の
日
」と
呼
ば
れ
、
農
作

を
含
む
全
て
の
仕
事
に
感
謝
を
捧
げ
る
日
で
も
あ

り
ま
す
。

　

新
嘗
祭
の
読
み
方
は「
に
い
な
め
さ
い
」で
、「
に

い
な
め
の
ま
つ
り
」「
し
ん
じ
ょ
う
さ
い
」
と
読
む

こ
と
も
あ
り
ま
す
。そ
の
漢
字
の
意
味
は
、そ
の
年

に
収
穫
さ
れ
た
新
し
い
穀
物
を
表
す「
新
」を
味
わ

う
こ
と
を
意
味
す
る「
嘗
」で
す
。

　

新
嘗
祭
の
始
ま
り
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

秋
に
稲
な
ど
の
収
穫
に
感
謝
す
る
営
み
は
二
千
年

以
上
前
か
ら
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。古
事
記

や
日
本
書
紀
に
も
新
嘗
祭
と
思
わ
し
き
内
容
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

新
嘗
祭
が
十
一
月
二
十
三
日
に
な
っ
た
の
は
、

太
陽
暦（
新
暦
）を
採
用
し
た
明
治
六
年（
１
８
７

３
年
）の
こ
と
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
以
前
は

太
陰
暦
で「
縁
起
が
良
い
日
」と
さ
れ
て
い
た
十
一

月
の「
二
番
目
の
卯
の
日
」と
定
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
。

　

毎
年
新
嘗
祭
の
日
ま
で
は
、
そ
の
年
の
新
米
を

食
べ
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。昔
は
九
月
頃
か
ら
収
穫
を
始
め
て
も
米
粒
を

米
俵
に
入
れ
る
ま
で
に
は
二
ヶ
月
を
要
し
、
全
て

が
完
了
す
る
の
が
新
嘗
祭
の
あ
る
十
一
月
頃
で
あ

る
と
共
に
、
加
え
て
神
様
や
天
皇
陛
下
よ
り
先
に

新
米
を
食
べ
る
の
は
畏
れ
多
い
と
い
う
考
え
に
基

づ
き
ま
す
。

　

御
代
替
り
の
後
、最
初
の
新
嘗
祭
を
特
別
に「
大

嘗
祭
」と
呼
び
ま
す
。大
嘗
祭
は
天
武
天
皇
の
時
代

か
ら
続
く
伝
統
神
事
で
、
皇
位
継
承
に
伴
う
一
世

一
代
の
重
要
な
儀
式
と
も
言
わ
れ
、
令
和
の
御
代

替
り
に
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

秋
の
収
穫
に
感
謝
す
る
新
嘗
祭
は
、
普
段
何
気

な
く
食
べ
て
い
た
ご
飯
な
ど
の
食
材
の
あ
り
が
た

み
を
思
い
出
す
の
に
よ
い
機
会
で
す
。家
で
ゆ
っ

く
り
食
事
を
戴
い
た
り
、
こ
れ
を
機
会
に
近
所
の

お
祭
り
や
地
元
行
政
区
な
ど
の
催
し
ご
と
に
参
加

さ
れ
る
の
も
良
い
こ
と
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

コ
ロ
ナ
禍
を
経
験
し
た
我
々
は
、
今
あ
る
生
活

の「
当
た
り
前
」に
感
謝
し
な
が
ら
毎
日
を
送
る
こ

と
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
。

　

市
街
地
の
大
き
な
神
社
、
ま
た
参
拝
祈
願
者
の

多
い
神
社
で
は
、
ほ
か
の
ご
家
族
と
一
緒
に
祈
願

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
当
社
で
祈
願
さ
れ
る

場
合
は
、
ご
家
族
の
み
で
心
穏
や
か
に
お
参
り
戴

け
ま
す
。

　

ま
た
七
五
三
詣
に
併
せ
て
、
車
の
交
通
安
全
・

無
病
息
災
・
悪
疫
退
散
・
開
運
招
福
・
心
願
成
就

な
ど
の
諸
祈
願
も
承
り
ま
す
。

　
（
電
話
０
９
７
８-

６
２-

３
１
４
８
）

○
承
り
期
間　
十
月
上
旬
か
ら
十
二
月
下
旬
ま
で

　

但
し
、十
一
月
二
十
三
日（
木
・
勤
労
感
謝
の
日
）

　

は
新
嘗
祭
の
た
め
午
後
か
ら
の
承
り
と
な
り
ま
す
。

○
祈
願
料　
五
、〇
〇
〇
円
也

　

・
お
子
様
お
二
人　

八
、〇
〇
〇
円
也

　

・
お
子
様
お
三
人　

一
万
円
也

○
時
間
帯

　
〈
毎
日
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
〉

　

三
〇
分
ご
と
に
貴
家
の
み
に
て
祈
願
を
厳
修
致

　

し
ま
す
の
で
、予
約
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

○
お
下
が
り

　

・
七
五
三
の
神
札（
名
前
を
揮
毫
し
ま
す
）

　

・
七
五
三
お
守
り　
　

・
神
箸

　

・
撤
下
米（
神
さ
ま
か
ら
の
お
米
）

　

・
千
歳
飴（
紅
白
セ
ッ
ト
）

　

・
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
神
社
ト
ラ
ン
プ　
　

ほ
か

※

お
子
様
に
は
ご
兄
弟
を
含
め
て「
紫
襟
掛
け
」を

　

身
に
着
け
て
ご
祈
願
戴
き
ま
す
。

に
い 
な
め 
さ
い

に
い

な
め

だ
い

じ
ょ
う
さ
い

き
　 

ご
う
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昨年奉献された新米

秋の観月祭

　

新
嘗
祭（
十
一
月
二
十
三
日
・
勤
労
感
謝
の
日
）

に
秋
の
実
り
を
お
供
え
し
ま
せ
ん
か
。

　
当
社
で
は
、
四
月
六
日（
木
）に
祈
年
祭
を
斎
行

し
、秋
の
稔
り
多
き
こ
と
を
神
様
に
お
願
い
し
て
か

ら
、各
地
区
で
は
根
付
籠
祭
や
御
願
成
就
な
ど
を
経

て
、秋
を
迎
え
る
こ
の
時
期
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

毎
年
、
十
月
頃
か
ら
篤
志
の
方
々
か
ら
秋
の
実

り
が
神
様
に
奉
献
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

日
頃
、
若
宮
八
幡
社
を
ご
崇
敬
に
與
り
ま
す
氏

子
崇
敬
者
各
位
に
、ご
奉
献
を
勧
奨
致
し
ま
す
。

　

奉
献
者
各
位
に
は
、
来
た
る
令
和
六
年
四
月
一

日
発
行
の
社
報
「
金
鷹
山
」
第
二
十
号
で
芳
名
を

紹
介
さ
せ
て
戴
き
ま
す（
匿
名
も
承
り
ま
す
）

《
秋
の
収
穫
承
り
に
つ
い
て
》

　
　
　―

奉
献
品
の
例―

①
新
米（
分
量
の
定
め
は
あ
り
ま
せ
ん
）

　
　
　

お
米
の
袋
に
詰
め
て
奉
献
下
さ
い

②
懸
税（
か
け
ち
か
ら
）

　
　
　

税
金
の
語
源
で
も
あ
る
懸
税
（
稲
穂
）

　
　
　

を
刈
り
取
っ
た
状
態
で
奉
献
下
さ
い

③
野
菜
・
果
物

　
　
　

野
菜
や
果
物
は
恐
縮
な
が
ら
神
事
前

　
　
　

日
か
当
日
に
持
参
し
て
奉
献
下
さ
い

④
そ
の
他

　
　
　

氏
子
崇
敬
者
の
各
位
か
ら
の
奉
献
を

　
　
　

心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す

満
月
の
夜
に
観
月
祭

今
秋
の
神
事
予
告

　

満
月
の
夕
刻
に
若
宮
八
幡
社
の
神
様
に
「
雅

楽
」を
奉
納
す
る
神
事『
観
月
祭
』を
行
い
ま
す
の

で
、ご
近
所
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
お
越
し
下
さ
り

ま
す
よ
う
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

…
…
 

令
和
五
年
度
　
観
月
祭 …

…

日
時　
九
月
二
十
九
日（
金
）午
後
五
時

場
所　
若
宮
八
幡
社
の
本
殿
に
於
い
て

曲
目　
平
調（
ひ
ょ
う
じ
ょ
う
）

 

　

①
鶏
徳（
け
い
と
く
）

 

　

②
越
殿
楽
残
楽（
え
て
ん
ら
く
）

　
　
　

双
調（
そ
う
じ
ょ
う
）

 

　

③
賀
殿
急（
か
で
ん
の
き
ゅ
う
）

鑑
賞　
予
約
等
不
要
で
す（
無
料
で
す
）

※

隔
週
の
土
曜
日
に
龍
笛
の
お
稽
古
を
行
っ
て

　

お
り
ま
す
の
で
ご
覧
下
さ
い（
無
料
で
す
）

《
第
七
回
　
九
州
雅
楽
研
修
会
》

日
程　
五
月
二
十
二
日（
月
）〜
二
十
三
日（
火
）

会
場　
福
岡
県
福
岡
市
東
区　

香
椎
宮
に
て

主
催　
福
岡
県
神
社
庁
研
修
所

主
監　
福
岡
県
神
社
庁
雅
楽
部
会

　
　

元
宮
内
庁
式
部
職
楽
部
首
席
楽
長

　
　
　
　

豊　
　

英
秋
先
生（
鳳
笙
）

　
　
　
　

大
窪　

永
夫
先
生（
篳
篥
）

　
　
　
　

安
齋　

省
吾
先
生（
龍
笛
）の

ご
指
導
を
賜
り
な
が
ら
、
平
調
（
ひ
ょ
う
じ
ょ

う
）五
曲
を
基
本
に
、
神
葬
祭（
神
式
の
お
葬
式
）

で
の
雅
楽
奏
楽
を
想
定
し
て
盤
渉
調
（
ば
ん
し

き
ち
ょ
う
）
も
研
鑽
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。宮
司

は
今
回
受
講
の
意
義
を
糧
と
し
て
、
観
月
祭
を

始
め
雅
楽
の
涵
養
に
務
め
て
参
り
ま
す
。

《
第
十
九
回
　
大
分
県
神
社
庁
雅
楽
研
修
会
》

日
程　
五
月
二
十
六
日（
金
）

会
場　
臼
杵
市　

臼
杵
護
国
神
社

主
催　
大
分
県
神
社
庁
研
修
所

　

神
社
本
庁
制
定
祭
祀
舞
（
豊
栄
の
舞
・
大
和

舞
）を
中
心
に
、
誄
歌
・
追
慕
歌
並
び
に
平
成
大

嘗
祭
風
俗
舞
の
歌
な
ど
を
大
分
県
内
神
職
対
象

に
大
分
県
神
社
庁
雅
楽
講
師
と
し
て
指
導
す
る
。

《
平
成
大
嘗
祭
主
基
地
方
風
俗
舞
奉
仕
》

日
程　
六
月
十
四
日（
水
）

場
所　
玖
珠
町
大
字
山
浦　

瀧
神
社

　

平
成
度
大
嘗
祭
の
御
神
饌
米
に
は
大
分
県
が

主
基
国
に
卜
定
さ
れ
、
大
分
県
玖
珠
町
の
田
圃

が
斎
田
と
な
り
ま
し
た
。大
嘗
宮
「
主
基
田
供
饌

の
儀
」
に
主
基
田
米
と
大
分
県
に
因
む
風
俗
歌

が
供
進
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
誉
れ
と
し
て
、
宮

内
庁
の
格
別
の
御
計
ら
い
に
よ
り
大
分
県
神
社

庁
挙
げ
て
こ
の
風
俗
舞
保
存
に
力
を
注
ぎ
、
毎

年
六
月
十
四
日
に
は
豊
穣
祈
願
祭
を
斎
行
し
、

主
基
地
方
風
俗
舞
が
奉
納
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

《
浦
安
の
舞
講
習
会
》

日
程　
八
月
十
六
日（
水
）〜
十
八
日（
金
）

会
場　
福
岡
県
神
社
庁

主
催　
福
岡
県
神
社
庁
研
修
所

主
監　
福
岡
県
神
社
庁
雅
楽
部
会

　
「
浦
安
の
舞
」の
歌
は
、
昭
和
天
皇
の
御
製
を
基

に
作
舞
さ
れ
た
も
の
で
、
八
百
萬
の
神
々
の
御
徳

を
戴
き
、
世
界
平
和
を
祈
念
す
る
舞
で
す
。宮
司

は
今
後
数
年
間
に
亘
り
受
講
、
舞
を
習
得
し
、
氏

子
の
女
の
子
と
共
に
研
鑽
し
、
若
宮
八
幡
社
の
神

事
に
於
い
て
奉
納
戴
く
よ
う
計
画
し
て
参
り
ま
す
。

雅
楽・浦
安
の
舞
講
習
会
と
主
基
地
方
風
俗
舞
の
奉
仕

宮
司

大
分
県
内
外
に

出
向
記
録

き
　
ね
ん  

さ
い

か
ん  

げ
つ 

さ
い

が
く

し
ん  

そ
う  

さ
い

す
　  

き
の
く
に

ぎ
ょ 

せ
い

る
い
　
か

つ
い
　
ぼ
　  

か

が

ね
　
つ
け 

こ
も
り
さ
い
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祈年祭

奉納された拝殿の白紋幕

　

去
る
四
月
六
日（
木
）秋
の
稔

り
多
き
こ
と
を
神
様
に
お
願
い

す
る
祈
年
祭（
春
季
大
祭
）が
、

神
社
総
代
ほ
か
ご
来
賓
の
参

列
の
も
と
厳
粛
に
斎
行
さ
れ

ま
し
た
。

　

祈
年
祭
は
、
別
名『
初
卯
祭
』

と
も
称
さ
れ
、
昔
は
四
月
の
初

め
の
卯
の
日
に
斎
行
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
す
が
、
現
在
は
四
月

六
日
に
固
定
し
て
お
祭
り
が
執

り
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
祈
年
祭
に
対
比
す
る
お

祭
り
が
新
嘗
祭
で
す
。

　
（
新
嘗
祭
の
詳
細
は
２
頁
を

ご
覧
下
さ
い
）

　

祈
年
祭
当
日
は
、
総
代
さ
ん

退任総代に記念品贈呈

雨の中での茅の輪くぐり

　

去
る
六
月
三
十
日
（
金
）
に
、

令
和
五
年
上
半
期
の
半
年
間
に
、

知
ら
な
い
間
に
積
み
重
な
っ
た

罪
や
穢
れ
を
、紙
で
作
っ
た「
人

形
・
ひ
と
が
た
」に
託
し
、元
宮

で
あ
る
西
下
司
浜
田
社
の
近
く

八
坂
川
に
自
生
す
る
「
茅
」
で

作
っ
た
茅
の
輪
を
三
度
く
ぐ
り
、

清
々
し
く
残
り
の
半
年
間
を
過

ご
そ
う
と
生
憎
の
雨
天
の
中
で

は
あ
り
ま
し
た
が
、
大
勢
の
参

詣
者
が
参
列
に
な
り
ま
し
た
。

　

併
せ
て
飾
ら
な
く
な
っ
た
人

形
や
、
鯉
の
ぼ
り
な
ど
も
御
霊

抜
き
を
奉
仕
の
上
お
焚
き
上
げ

を
行
う「
人
形
昇
神
祭
」も
斎
行

さ
れ
ま
し
た
。

　

次
回
、
年
越
大
祓
は
大
晦
日

に
行
い
ま
す
。

　
（
尚
、年
越
大
祓
は
茅
の
輪
く

ぐ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
了

承
下
さ
い
）

【
編
集
後
記
】

▲
第
十
八
号
は
、秋
の
稔
り
多
き

こ
と
に
感
謝
す
る
「
新
嘗
祭
」
の

こ
と
も
記
事
に
し
ま
し
た
。▲
新

嘗
祭
が
斎
行
さ
れ
る
十
一
月
二

十
三
日
は
「
勤
労
感
謝
の
日
」
で

す
。こ
の
祝
日
の
趣
旨
は
、「
勤
労

を
た
っ
と
び
、
生
産
を
祝
い
、
国

民
が
互
い
に
感
謝
し
合
う
」と
し

て
制
定
さ
れ
ま
し
た
。▲
最
近
テ

レ
ビ
で
気
に
な
る
の
が
、出
演
者

が
食
事
を
戴
く
こ
と
を
『
喰
う
』

と
発
言
す
る
こ
と
で
す
。画
面
に

は
ご
丁
寧
に
『
喰
う
』
の
文
字
が

テ
ロ
ッ
プ
に
出
て
、制
作
側
も
違

和
感
な
く
作
っ
て
い
る
こ
と
に

ビ
ッ
ク
リ
す
る
こ
と
が
ま
ま
あ

り
ま
す
。▲
い
つ
ま
で
も
食
事
は
、

命
を
『
戴
き
ま
す
』
と
い
う
感
謝

の
気
持
ち
を
以
て
摂
り
た
い
も

の
で
す
。（
宮
司
謹
記
）

に
よ
り
社
殿
ほ
か
の
装
飾
が
為

さ
れ
ま
し
た
。

　

篤
志
者
に
よ
り
拝
殿
の
白
紋

幕
が
新
調
さ
れ
、
神
様
に
奉
告

の
後
、
お
披
露
目
も
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

ま
た
併
せ
て
永
年
に
亘
り
若

宮
八
幡
社
の
総
代
を
奉
仕
さ
れ

た
２
名
の
方
の
退
任
と
、
新
た

に
就
任
さ
れ
た
総
代
の
奉
告
祭

も
行
い
ま
し
た
。総
代
さ
ん
の

奥
様
も
賄
い
ほ
か
に
ご
奉
仕
を

戴
き
ま
し
た
の
で
一
緒
に
参
列

を
戴
き
ま
し
た
。

　

若
宮
八
幡
社
は
年
間
の
神
事

や
諸
行
事
が
多
く
、
総
代
さ
ん

に
は
神
社
に
お
越
し
戴
く
こ
と

が
沢
山
あ
り
、
宮
司
と
し
ま
し

て
は
只
々
感
謝
を
申
し
上
げ
る

こ
と
し
か
出
来
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
か
ら
も
元
総
代
と
し
て

氏
子
さ
ん
と
神
様
の
間
を
取
り

持
つ
『
中
取
り
持
ち
』
と
し
て

日
々
の
生
活
を
お
過
ご
し
下
さ

り
ま
す
よ
う
祈
念
申
し
上
げ
、

紙
面
を
も
ち
ま
し
て
多
年
の
ご

奉
仕
に
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
る

次
第
に
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
来
な
ら
ば
当
日
の
午
後
、

御
田
植
祭
が
行
わ
れ
る
と
こ
ろ

で
は
あ
り
ま
す
が
、
北
杵
築
地

区
で
早
乙
女
さ
ん
を
奉
仕
で
き

る
子
供
さ
ん
が
集
ま
ら
な
い
と

の
理
由
で
残
念
乍
ら
本
年
も
中

止
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

１
頁
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

来
年
の
御
田
植
祭
の
早
乙
女
を

奉
仕
で
き
る
子
供
さ
ん
を
募
集

致
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
若
宮

八
幡
社
か
御
田
植
保
存
会
ま
で

ご
連
絡
を
お
待
ち
申
し
上
げ
て

お
り
ま
す
。

祈
年
祭
・
夏
越
大
祓
を
厳
粛
に
斎
行
し
ま
し
た

春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
神
事
の
ご
報
告

き
　 

ね
ん
　
さ
い

は
つ  

う
の
ま
つ
り

に
い  

な
め  

さ
い

お
　  

た
　 

う
え  

さ
い

に
し
　
げ
　
　
し

ち
が
や


