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児
湯
郡
市

子
牛
品
評
会

1月期３頭が優等賞に選出

優等賞

　児
湯
畜
連
は
12
月
27
日
︑

新
富
町
の
児
湯
地
域
家
畜
市

場
で
１
月
期
郡
市
子
牛
品
評

会
を
開
き
ま
し
た
︒
児
湯
郡

管
内
お
よ
び
西
都
市
か
ら
選

抜
さ
れ
た
43
頭
が
出
品
さ
れ
︑

厳
正
な
審
査
の
結
果
︑
尾
鈴

か
ら
３
頭
が
優
等
賞
に
選
ば

れ
ま
し
た
︒

　全
国
和
牛
登
録
協
会
宮
崎

県
支
部
は
﹁
全
体
的
に
発
育

良
好
で
体
の
長
さ
︑
幅
や
体

積
が
豊
か
な
牛
が
多
く
見
ら

れ
た
︒
手
入
れ
も
行
き
届
い

て
お
り
︑
子
牛
ら
し
い
部
分

も
多
く
素
晴
ら
し
か
っ
た
﹂

と
講
評
し
ま
し
た
︒

　入
賞
者
︑
地
区
︑
子
牛
の

名
前
︑
血
統
は
次
の
と
お
り

で
す
︒
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胡
瓜
に
太
陽
光
が
当
た
る
よ
う
に
、

整
枝
・
摘
葉
・
誘
引
し
て
日
照
量
確
保

に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

　
草
勢
が
弱
っ
て
い
る
場
合
は
摘
芯
を

控
え
、
摘
葉
で
整
枝
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
着
果
量
が
多
く
な
り
尻
太
果
・
曲
り

果
が
増
え
て
く
る
の
で
早
め
に
摘
果
を

行
い
草
勢
維
持
と
秀
品
率
向
上
に
努
め

て
く
だ
さ
い
。

　
夕
方
の
気
温
が
高
く
な
っ
て
く
る
の

で
二
重
ビ
ニ
ー
ル
の
活
用
と
外
ビ
ニ
ー

ル
の
閉
め
込
む
温
度
に
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

　
循
環
扇
や
暖
房
機
を
活
用
し
、
湿
度

が
高
く
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

　
灌
水
は
、
１
回
の
量
が
多
い
と
地
温

が
低
下
す
る
の
で
少
量
多
回
数
灌
水
に

努
め
て
く
だ
さ
い
。

　
気
温
の
上
昇
に
伴
い
、
病
害
虫
被
害

の
発
生
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
適
期
防
除

に
努
め
て
く
だ
さ
い
。
特
に
黄
化
え
そ

病
の
媒
介
虫
で
あ
る
ミ
ナ
ミ
キ
イ
ロ
ア

ザ
ミ
ウ
マ
、
退
緑
黄
化
の
媒
介
虫
で
あ

る
コ
ナ
ジ
ラ
ミ
の
防
除
を
徹
底
し
、
黄

化
え
そ
病
の
発
病
株
は
直
ち
に
抜
根
し

て
く
だ
さ
い
。
発
生
が
見
ら
れ
な
い
ほ

場
に
つ
き
ま
し
て
も
、
予
防
防
除
に
努

め
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

○
ネ
キ
リ
虫
防
除

　
ガ
ー
ド
ベ
イ
ト
Ａ
　
３
㎏
／
10
ａ

　
生
育
初
期
　
株
元
散
布

○
発
芽
適
温
は
25
度
〜
30
度
で
す
。
平
均

　
気
温
が
15
度
で
、
７
〜
10
日
で
発
芽
を

　
開
始
し
ま
す
。
地
温
を
十
分
確
保
し
て

　
か
ら
播
種
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。　

〇
除
草
剤
散
布
　
ゲ
ザ
ノ
ン
ゴ
ー
ル
ド

　
株
養
成
期
間
不
足
、
寒
暖
差
に
よ
り

株
自
体
が
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
て
い
ま
す
。

発
根
剤
、
追
肥
等
用
い
て
草
勢
回
復
に

努
め
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ハ
ウ
ス
内

湿
度
が
高
い
た
め
、
こ
ま
め
な
換
気
を

行
い
多
湿
条
件
下
に
な
ら
な
い
よ
う
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。
白
斑
葉
枯
病
発
生

の
助
長
に
も
な
り
ま
す
。
軟
弱
葉
に
対

し
て
は
カ
ル
シ
ウ
ム
剤
（
フ
ァ
イ
ト
カ

ル
等
）
や
ケ
イ
酸
資
材
（
メ
イ
ン
ス
テ

イ
カ
ル
シ
ウ
ム
Ｓ
ｉ
等
）
を
利
用
し
、

進
行
抑
制
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
寒
い
時
期
に
入
り
肥
効
が
鈍
っ
て
い

ま
す
。
通
常
の
追
肥
の
繋
ぎ
と
し
て
液

肥
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
着
果
負
担
等
の
影
響
に
よ
り
樹
勢
が

弱
っ
て
い
ま
す
。
葉
面
散
布
等
を
こ
ま

め
に
行
い
、
樹
勢
回
復
に
努
め
て
く
だ

さ
い
。

　
急
激
な
温
度
低
下
日
や
雨
天
の
後
に

は
疫
病
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
早
朝
１
番

に
ハ
ウ
ス
内
を
全
て
巡
回
し
て
早
期
発

見
、
早
期
対
応
を
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

　
葉
の
混
み
や
病
害
葉
に
は
灰
色
カ
ビ

が
発
生
し
ま
す
の
で
早
め
の
摘
葉
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。
併
せ
て
ハ
ウ
ス
内
の

空
気
循
環
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
成
り
疲
れ
等
の
樹
勢
低
下
に
気
を
つ

け
て
く
だ
さ
い
。
摘
花
を
実
施
す
る
と

共
に
、
発
根
剤
・
葉
面
散
布
を
実
施
し

樹
勢
回
復
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

う
ど
ん
こ
・
ダ
ニ
・
ス
リ
ッ
プ
ス
の
防

除
を
し
て
く
だ
さ
い
。（※

殺
虫
剤
は
散

布
量
多
め
に
散
布
し
て
く
だ
さ
い
。）

※

ト
ン
ネ
ル
ビ
ニ
ー
ル
被
覆

　
作
型
に
よ
っ
て
決
め
て
く
だ
さ
い
。

※

芽
傷
処
理

　
先
端
部
の
芽
だ
け
発
芽
し
、
茎
部
の

芽
が
発
生
し
な
い
こ
と
が
多
い
で
す
。

樹
液
の
流
動
が
始
ま
る
直
後
に
、
先
端

１
〜
２
芽
を
除
い
た
芽
に
芽
傷
を
入
れ

て
く
だ
さ
い
。（
発
芽
の
３
週
間
前
）　

※

ア
ミ
ノ
酸
系
液
肥
の
塗
布

　
メ
リ
ッ
ト
青
を
芽
に
塗
布
し
て
く
だ

さ
い
。

　
収
穫
中
は
、
裂
果
を
抑
制
す
る
た
め

節
水
管
理
と
し
ま
す
。
リ
ン
グ
抜
け
を

促
進
す
る
為
に
少
量
多
灌
水
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

　
収
穫
終
了
後
は
、
樹
勢
回
復
の
た
め

少
し
ず
つ
水
を
戻
し
ま
し
ょ
う
。（
乾
燥

状
態
か
ら
の
急
激
な
灌
水
は
、
落
葉
を

助
長
す
る
の
で
注
意
が
必
要
）
ま
た
、

土
壌
分
析
を
行
い
、
春
肥
の
施
用
も
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

※

整
枝
・
剪
定

　
色
抜
け
（
着
色
）
を
良
く
し
、
日
焼

け
果
の
発
生
を
少
な
く
す
る
た
め
、
剪

定
を
行
い
長
い
春
芽
を
確
保
し
ま
し
ょ

う
。
枝
の
切
り
返
し
は
し
な
い
よ
う
に
、

間
引
き
剪
定
を
主
体
に
行
う
よ
う
に
す

る
。
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新 嘗 祭

　11月23日、その年の収穫に感謝をするとと

もに、翌年の五穀豊穣を願う新嘗祭が宮中を

はじめ、全国各地の神社で行われました。

　同祭にて、天皇陛下が神々へお供えする新

穀を献上したとして、川南町・松原地区の日

高重樹さんと同町・東平下地区の本多久巳典

さんへ感謝状と記念品が贈られました。

　日高さんは米一升、本多さんは粟五合をそ

れぞれ献穀しました。

　本多さんは「新嘗祭に献穀するのに初めて

粟を作った。選別作業が大変だったが、国の

大きな行事に携われたことが何より嬉しい」

と話されました。

　献穀は全国各地から行われ、県内では各地

区持ち回りで、今年は児湯郡が担当し、その

中から川南町が選ばれました。

尾鈴産米と粟を献穀

（中央左）日高さん、（中央右）本多さん


