
天
て
ら
す　

　

神
の
御
光
あ
り
て
こ
そ　

　
　

わ
が
日
の
本
は
く
も
ら
ざ
り
け
れ

〒815-0083
福岡市南区高宮4-9-34

TEL・FAX 092-522-8435

髙
宮
八
幡
宮
社
報

や
ま
も
も

https://takamiyahachimangu.com/

秋
の
収
穫
の
時
期
に
合
わ
せ
、
一
年
の
稔み
の

り
や
成
長
に

感
謝
す
る
神
道
で
最
も
重
要
な
祭
祀
で
す
。
夜
神
楽
で
は

お
子
様
の
健
や
か
な
成
長
を
願
う
鬼
祈
願
を
実
施
し
ま
す
。

催
事 

17
時
よ
り
（
雨
天
決
行
）

秋
季
大
祭

（
宮
座
・
大
祭
・
催
事
・
夜
神
楽
）

日

10
月
22
日

髙
宮
八
幡
宮

Vol. 102
2023年10月1日発行（季刊）

◆	

月
次
祭　
毎
月
１
日
10
時
よ
り	

・	

15
日
11
時
よ
り

◆	

神
道
講
座　
毎
月
第
一
土
曜
日	

14
時
よ
り

◆	

し
め
な
わ
造
り		

11
月
26
日　
　

10
時
よ
り

今
後
の
祭
事

日



　
　
　
　
　
　
　

宮
座
…
髙
宮
八
幡
宮
世
話
人
会
の

「
山
桃
会
」を
中
心
に
餅
つ
き
を
行
い
、

神
様
へ
の
お
供
え
物「
神し

ん
せ
ん饌
」を
作
り

ま
す
。

大
祭
…
宮
座
で
こ
し
ら
え
た
神
饌
と

共
に
、
海
川
山
野
の
食
物
を
氏
子
代

表
が
献け

ん
ぺ
い
し

幣
使
と
し
て
奉
り
、
神
様
へ

の
感
謝
を
捧
げ
ま
す
。

夜
神
楽
…
感
謝
の
表
現
と
し
て
神
楽

を
奉
納
し
、
神
様
と
共
に
楽
し
い
ひ

と
と
き
を
過
ご
し
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
祭
事
に
つ
い
て

　

天
皇
陛
下
の
お
役
目
の
ひ
と
つ
が
日

本
の
国
、
国
民
の
た
め
に
祈
る
こ
と
で

す
。
な
か
で
も
最
重
要
と
さ
れ
て
い
る

祭
祀
が
、
収
穫
祭
で
あ
る「
新
嘗
祭
」

で
す
。
一
年
の
稔み

の

り
に
感
謝
を
奉
告
し

た
後
、
お
供
え
物
を
陛
下
と
神
様
が

共
に
食
さ
れ
る
神
人
共
食
の
儀
礼
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
時
期
、
全
国
各
地
の

神
社
で
行
わ
れ
る
秋
祭
り
は
、「
新
嘗

祭
」の
地
域
版
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

当
宮
の
秋
祭
り
で
も
宮
座
で
こ
し

ら
え
た
神
饌
を
祭
典
後
に
食
し
、
神

人
共
食
を
行
う
伝
統
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
神
楽
奉
納
で
は
人
と
神
と
が
共

に
楽
し
み
、
笑
い
、
時
を
過
ご
し
ま
す
。

一
連
の
祭
事
に
は「
神
と
人
と
が
共
に

あ
る
」
と
い
う
共
通
の
テ
ー
マ
が
あ
る

こ
と
が
伺
え
ま
す
。

　
「
人
が
生
き
る
こ
と
」＝「
神
と
生
き

る
こ
と
」
と
い
う
古
来
日
本
人
が
受
け

継
い
で
き
た
感
覚
は
神
道
の
根
幹
の

神
事
を
識し

る「
秋
季
大
祭
」

2. 奉納神楽の合間に、おひねりをいただきました。
3. つきたてのお餅で、世話人会による神饌作り。
4. 夜神楽のなかで行われる鬼祈願の様子。
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1.大祭では剣を
用いた祓いの神
事が執り行われ
ます。

髙宮八幡宮秋季大祭の
「宮座」（10月22日9時よ
り）、ならびに「しめなわ
造り」（11月26日10時より）
にご奉仕いただける方を
公募しております。詳しく
は社務所まで。

ボランティア
スタッフ募集

ひ
と
つ
で
す
。
そ
う
し
た
感
覚
が
、「
お

天て
ん
と
う道
様
が
見
て
い
る
か
ら
恥
ず
か
し

い
こ
と
は
出
来
な
い
」「
先
祖
に
会
わ

せ
る
顔
が
な
い
」と
い
っ
た
規
範
意
識

を
生
み
、
今
に
続
く
日
本
人
の
高
い

倫
理
観
の
原
点
な
の
で
す
。
そ
れ
を

忘
れ
な
い
よ
う
に
、
こ
う
し
た
神
社
の

伝
統
を
通
じ
て
継
承
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

鬼祈願（申込制）

　夜神楽で、鬼がお子様を抱っこ
して無病息災を祈願するハイライト
シーンです。申し込みが必要です。
当日お声掛け下さい。
●対象年齢：1～3歳
●受付人数：先着15名程度
 （鬼祈願写真2枚ほど）
●初穂料：三千円より

◇17時より　音楽会
●まじゅん（琉球民謡）…神に歌を
捧げる儀式が起源の琉球民謡。
●clef（洋邦POPS）…耳なじみの
ある洋邦POPSのバンド演奏。
●花音（琴演奏）…村祭りや夕日、
赤とんぼなどを、琴で奏でます。

◇18時頃より（予定）　夜神楽
岩戸神楽保存会「珍楽社」による
福岡県無形民俗文化財指定｢岩戸
神楽｣ が奉納されます。

　観覧は無料です。来場されま
したら、はじめに手水をとって参
拝してから、ご観覧ください。

お祭りの
ご参加について

秋
季
大
祭

（
宮
座
・
大
祭
・
催
事
・
夜
神
楽
）

感
謝
を
表
す
神し

ん
せ
ん饌
作
り
を
行
う
「
宮
座
」、
感
謝
の
奉
告
と
こ
れ
か
ら

の
御
守
護
を
お
願
い
す
る「
大
祭
」、
そ
し
て
神
と
人
が
一
緒
に
祝
っ
て

楽
し
む「
夜
神
楽
」の
3
つ
の
祭
事
が
行
わ
れ
ま
す
。

（
雨
天
決
行
）

日

10
月
22
日●

大
祭 

14
時
よ
り  

●
夜
神
楽 

18
時
頃
よ
り

明治時代から続く岩戸神楽保存会「珍楽社」（福岡県那珂川市）

　

か
つ
て
一
度
途
絶
え
た
神
楽
を
奉
納

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
当
宮
固
有
の
特

殊
神
饌
を
継
承
で
き
る
の
も
皆
様
の

崇
敬
と
奉
賛
の
賜
物
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
髙
宮
八
幡
宮
秋
季
大
祭

を
末
永
く
継
承
す
る
べ
く
、
皆
様
か
ら

の
あ
た
た
か
い
ご
奉
賛
を
賜
れ
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
地
域
の
お

祓
い
、
守
護
と
と
も
に
心
の
ふ
る
さ
と

づ
く
り
に
貢
献
頂
け
ま
す
と
幸
い
で
ご

ざ
い
ま
す
。
ご
不
明
な
点
は
社
務
所

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎︎
０
９
２
・
５
２
２
・
８
４
３
５

秋
季
大
祭 

ご
奉
賛
の
お
願
い



　

産
土
の
神
に
霊
魂
を
い
た
だ
い

て
生
ま
れ
出
で
、
現
世
で
見
守
ら

れ
な
が
ら
霊
魂
を
成
長
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
や
が
て
死
を
迎
え
て
は

霊
魂
の
世
界
に
導
か
れ
、
親
で
あ

る
神
の
元
へ
戻
っ
て
い
く
。
そ
れ

を
知
ら
ず
に
生
き
て
い
る
の
だ
な

あ
―
と
い
う
句
で
す
。
人
の
語
源

は
「
霊（
ヒ
）
止（
ト
）」、
神
の
御

霊
を
戴
く
者
と
い
う
意
味
で
す
。

そ
の
こ
と
を
胸
に
皆
で
成
長
し
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

　

産
土
神
の
こ
と
を
人
は
忘
れ
て

い
て
も（
知
ら
な
く
て
も
）、
神
の

恵
み
は
永
遠
に
続
く
の
で
あ
る
。

人
と
生
ま
れ
た
こ
の
上
な
い
幸
い
、

有
り
難
さ
を
感
謝
し
ま
し
ょ
う
。

そ
う
し
て
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
で

よ
り
一
層
の
お
恵
み
や
自
身
の
成

長
に
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。

　

神し
ん
せ
ん饌
と
は
神
様
へ
の
お
供
え
物
の

こ
と
。
祭
典
後
に
お
下
が
り
と
し
て
直

会
に
て
い
た
だ
き
、
神
と
同
じ
物
を
食

べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
御
稜（
お
力
）

を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

右
記
の
「
神
事
を
識
る
」
で
も
取
り
上

げ
た
神
人
共
食
の
本
質
で
す
。

　

今
日
の
仏
飯
は
、
ご
本
尊（
釈
迦

如
来
、
観
音
菩
薩
な
ど
）へ
の
お
供
え

と
、
ご
先
祖
へ
の
お
供
え
が
混
同
さ
れ

て
い
ま
す
。
ご
本
尊
は
御
霊
を
救
う

側
で
、
ご
先
祖
は
救
っ
て
も
ら
う
側
で

あ
る
た
め
、
両
者
は
決
定
的
に
異
な
り

ま
す
。
今
で
は
ご
本
尊
と
位
牌
が
上

下
に
配
置
さ
れ
、
一
体
と
な
っ
て
い
る

仏
壇
が
一
般
的
で
す
が
、
元
来
、
仏
壇

と
位
牌
棚
は
別
で
し
た
。

　

し
た
が
っ
て
ご
本
尊
に
お
供
え
し
た

物
は
い
た
だ
い
て
も
、
ご
先
祖
に
お
供

え
し
た
物
を
食
べ
る
こ
と
は
お
薦
め
で

き
ま
せ
ん
。
ご
先
祖
の
供
物
を
食
べ
る

と
ご
先
祖
の
影
響
を
受
け
、
意
図
せ

ず
ご
先
祖
の
魄は

く
（
負
の
想
念
・
力
）に

触
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
箱
菓
子
を
お
供
え
す
る
時

は
、
ご
本
尊
へ
の
お
供
え
と
し
、
個
別

の
ご
先
祖
に
は
箱
か
ら
取
り
出
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
に
お
茶
と
一
緒
に
お
供
え
す

る
と
良
い
で
し
ょ
う
。

「
御
神
歌
集
」か
ら
選
ん
だ

句
を
読
み
解
き
ま
す
。

産
土
に　

生
ま
れ
出
で
つ
つ　

産
土
に

帰
る
こ
の
身
と　

知
ら
ず
や
も

産
土
の　

神
な
忘
れ
そ　

産
土
の

恵
み
は
後
の　

萬
世
ま
で
に

神
饌
と
仏
飯

仏
壇
の
お
供
え
は

食
べ
て
は
ダ
メ
？

　

６
月
25
日
に
夏
越
祭
・
獅
子
ま
つ
り

を
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。当
日
は
祭
事
・

茅
の
輪
く
ぐ
り
を
執
り
行
い
、
子
ど
も

み
こ
し
が
ス
タ
ー
ト
。
神み

こ
し輿
を
か
つ
い
だ

子
ど
も
た
ち
と
高
宮
町
内
や
大
楠
な

ど
を
巡
り
、
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
福
岡
高

宮
駅
前
店
に
立
ち
寄
っ
て
、
お
茶
と
ア

イ
ス
を
ふ
る
ま
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
雨
予
報
が
心
配
さ
れ
ま
し
た

が
、
神
様
の
ご
加
護
の
元
、
最
後
ま
で

天
気
が
も
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
か
れ
こ

れ
20
数
年
、
あ
ら
ゆ
る
祭
事
で
天
候
に

よ
る
影
響
が
無
か
っ
た
こ
と
は
大
変
あ

り
が
た
い
こ
と
で
す
。
ご
協
力
い
た
だ

き
ま
し
た
、
地
域
の
皆
様
、
地
元
企
業

の
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
年
も
災
厄
を
祓
い
、
無
病
息
災

を
祈
願
す
る
夏
ま
つ
り
を
、
た
く
さ
ん

の
参
加
者
、
地
域
企
業
の
皆
様
と
共

に
斎
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
、

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
回
の
夏
ま
つ
り
で
も
、
子
ど
も

た
ち
が
神
輿
を
か
つ
い
で
町
内
を
練
り

歩
き
、
境
内
で
ヨ
ー
ヨ
ー
す
く
い
や
射

的
な
ど
の
ゲ
ー
ム
を
楽
し
み
ま
し
た
。

神
社
で
の
楽
し
い
思
い
出
と
と
も
に
、

地
域
の
皆
様
に
、
産
土
神
に
親
近
感

を
持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
祭
事
を
通
し
て

日
本
古
来
の
伝
統
・
文
化
を
継
承
し

て
い
く
こ
と
が
何
よ
り
大
切
だ
と
考
え

ま
す
。
ま
た
来
年
度
も
地
域
の
皆
様

と
共
に
、
盛
大
に
開
催
で
き
る
こ
と

を
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。

山
桃
会 

（
世
話
人
会
）

 

椿 
博
之
会
長
よ
り

　

高
宮
で
生
ま
れ
育
ち
、
髙
宮
八
幡

宮
の
夏
ま
つ
り
に
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
参

加
し
て
い
ま
し
た
。
神
輿
を
か
つ
い
で

家
々
を
め
ぐ
り
、
ジ
ュ
ー
ス
や
お
菓
子

を
い
た
だ
い
た
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
か
、
私
自
身
も
「
い
つ
か
は
お

返
し
が
し
た
い
」
と
い
う
想
い
が
ず
っ

と
あ
り
ま
し
た
。

　

２
０
０
８
年
に
高
宮
駅
前
に
店
を
構

え
て
か
ら
は
毎
年
、
夏
ま
つ
り
の
数
時

間
前
か
ら
駐
車
場
を
空
け
て
準
備
し
、

飲
み
物
や
お
菓
子
を
ふ
る
ま
っ
て
い
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
が
ず
っ
と
お
祭
り
に

参
加
で
き
、
や
が
て
次
世
代
に
引
き

継
げ
る
よ
う
、
文
化
を
守
っ
て
い
き
た

い
も
の
で
す
。
地
域

に
密
着
し
、
共
存

共
栄
し
な
が
ら
応

援
し
て
い
き
ま
す
。

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン

福
岡
高
宮
駅
前
店

店
長 

芳
野 

詩
子
様
よ
り

家
内
安
全
・
無
病
息
災
を
祈
り
ま
し
た
。

神
こ
と
ば

い
ま
さ
ら

聞
け
な
い

神
社
の
話

夏
ま
つ
り
の
ご
報
告

　夏越祭・獅子まつ
り斎行に際し、献菓・
ご奉賛いただきました
皆様の奉名は社頭に
掲示いたします。温か
いお心遣いに感謝申
し上げます。

◎献菓御礼
フルタ製菓株式会社、
風月フーズ株式会社、
株式会社やずや、
株式会社 ひよ子

献菓・ご奉賛の御礼

神輿をかついだ
後のお楽しみ。



　

髙
宮
八
幡
宮
・
崇
敬
会
で
は
、
神
仏

先
祖
の
祀
り
方
・
祈
り
方
、
人
と
し
て

の
正
し
い
生
き
方
を
学
ぶ
ほ
か
、
神
仏

に
先
祖
の
浄
化
供
養
を
お
願
い
す
る
作

法
を
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。
御
神
霊
と

の
ム
ス
ビ
に
よ
っ
て
浄
化
が
行
わ
れ
る

崇
敬
会
で
作
法
を
伝
授

　

村
の
鎮
守
の
神
様
の
今
日
は
め
で

た
い
御
祭
日

―
今
年
の
秋
祭
り
は

全
国
で
賑
や
か
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
し

ょ
う
。
天
照
大
御
神
が
邇に

に
ぎ
の
み
こ
と

邇
芸
命
に

授
け
た
三
大
神
勅
の
一
つ
、
新
嘗
祭
は

収
穫
へ
の
感
謝
で
あ
り
神（
自
然
）か

ら
一
年
間
の
命
の
元
を
い
た
だ
く
重
儀

（
重
要
な
儀
式
）
で
す
。
新
嘗
祭
と
、

こ
れ
に
呼
応
し
た
秋
祭
り
を
続
け
て
い

く
こ
と
で
、
神
々
と
国
、
民
は
永
遠
に

繁
栄
す
る
と
い
う
神
と
人
と
の
お
約

束
が
あ
り
ま
す
。 

今
年
限
り
で
、政
治
・

経
済
の
混
迷
を
開
き
、
国
と
し
て
あ

る
べ
き
姿
に
進
ん
で
い
け
る
こ
と
を
祈

念
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

宮
司 

古
賀
靖
啓

結
び
の
こ
と
ば

神
社
を
い
ろ
ど
る
祝
い
事

＜お問い合わせ＞
初宮詣・七五三・御祈
祷は社務所まで。着
付け、着物レンタル、カ
メラマンをご希望の方
はご相談ください。
☎︎092・522・8435
神前式は髙宮庭園茶
寮まで
☎︎092・710・1367

【協力】 山桃会（世話人会）… 三牧歌奈子（マーブル・デザイン）、奥永智絵（ホクレア社）

●
初
穂
料
：
五
千
円
よ
り

●
授
与
品
：
千
歳
飴
、
手
持
ち

日
本
国
旗
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

グ
ッ
ズ
セ
ッ
ト

※
祈
願
申
込
の
方
は
境
内
で

自
由
に
記
念
撮
影
可
能

（
カ
メ
ラ
マ
ン
手
配
可
）

　

子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
に
感
謝

し
、
こ
れ
か
ら
も
変
わ
ら
ず
お
守
り
い

た
だ
け
る
よ
う
神
様
に
お
願
い
す
る
行

事
で
す
。
奇
数
は「
陽
」で
め
で
た
い

数
と
さ
れ
、
お
祝
い
事
に
数
字
が
関
係

す
る
と
好
ん
で
選
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

「
七
五
三
」も
め
で
た
く
、
災
い
を
寄
せ

付
け
な
い
数
字
で
も
あ
る
と
し
て
定

着
し
て
い
ま
す
。

七
五
三

　

髙
宮
八
幡
宮
で
の
神
前
式
を
ご
希

望
の
方
は
、
髙
宮
庭
園
茶
寮
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

神
前
結
婚
式
の
ご
案
内

　

無
事
に
生
ま
れ
て
き
た

報
告
と
感
謝
を
申
し
上

げ
、
お
子
様
の
健
や
か
な

成
長
を
祈
願
い
た
し
ま
す
。

初
宮
詣

の
で
、ご
自
身
の
宗
派
は
そ
の
ま
ま
に
、

道
具
立
て（
金
銭
負
担
）が
な
く
、
す

ぐ
に
始
め
ら
れ
ま
す
。
各
家
の
ご
先
祖

が
浄
化
す
る
こ
と
が
世
の
繁
栄
に
繋
が

り
、
そ
の
こ
と
が
神
社
の
本
来
の
存
在

理
由
な
の
で
す
。

　

ま
た
、
崇
敬
会
は
主
に
古
神
道
の
観

点
か
ら
、
講
座
や
刊
行
物
を
通
じ
て
、

日
本
古
来
の
本
質
的
な
教
え
、
陰
陽

道
の
特
徴
的
な
教
え
を
継
承
し
て
い

ま
す
。
元
々
、本
紙『
や
ま
も
も
』で
古

神
道
に
つ
い
て
発
信
し
て
お
り
ま
し
た

が
、リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
伴
い
、今
後
は『
古

道
研
究
会
』を
崇
敬
会
会
報
と
し
て
引

き
続
き
発
行
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

不
運
な
こ
と
に
見
舞
わ
れ
た
と
い
う

開
運
の
相
談
事
は
、
常
に
あ
り
ま
す
。

中
に
は
、
理
屈
で
考
え
て
も
説
明
で

き
な
い
悩
み
事
に
直
面
し
、
ふ
と
神
様

や
ご
先
祖
様
と
い
っ
た
目
に
視
え
な
い

存
在
を
意
識
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ

う
。
今
ま
で
の
唯
物
的
な
思
考
が
崩

れ
、
自
身
の
価
値
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
探
求
す
る
気
持
ち
が
芽
生
え
た

り
、
親
御
さ
ん
が
高
齢
に
な
り
、「
家
」

の
こ
と（
神
棚
、仏
壇
、墓
、供
養
な
ど
）

を
き
ち
ん
と
し
た
い
と
い
う
思
い
が
わ

い
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

根
本
的
解
決
に
は
、
定
期
的
な
お

祓
い
と
ご
祈
祷
の
ほ
か
、
家
庭
で
の
先

祖
供
養
や
先
祖
の
想
念
の
浄
化
が
必

要
で
す
。
古
神
道
で
の
先
祖
供
養
は
、

古
来
よ
り
受
け
継
が
れ
た
霊
魂
観（
死

後
世
界
の
在
り
よ
う
）に
基
づ
き
、
祭

祀
や
祈
り
方
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
取

り
組
む
と
、
先
祖
の
み
な
ら
ず
、
生
き

て
い
る
人
の
心
持
ち
や
想
念
の
変
化

に
も
繋
が
り
ま
す
。

神
様
ご
と
の
ご
相
談

2022年12月斉行斎行。


