
    

     ◆
紙
芝
居
「
後
鳥
羽
天
皇
さ
ま
」
の 

上
演
会 

 

御
創
建
七
十
年
を
機
に
、
後
鳥
羽
天

皇
の
御
事
蹟
と
隱
岐
神
社
の
由
緒
を
紹

介
す
る
紙
芝
居
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方

の
協
力
を
得
て
作
成
し
ま
し
た
。
こ
れ

ま
で
、
慶
照
保
育
園
と
産
業
文
化
祭
で

上
演
会
を
行
い

ま
し
た
。
皆
さ

ま
の
職
場
や
学

校
、
会
合
、
地

区
の
集
ま
り
な

ど
で
ご
覧
に
な

り
ま
せ
ん
か
？ 

 

      

   

◆
隱
岐
神
社
の
広
報
活
動
へ
の
参
加
者

募
集 

 

隱
岐
神
社
で
は
、
御
祭
神
と
神
社
の

由
緒
、
神
社
と
地
域
の
歴
史
・
文
化
に

つ
い
て
の
情
報
を
発
信
し
て
ゆ
く
た
め

に
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
成
を
検
討
し

て
い
ま
す
。ア
イ
デ
ア
を
お
持
ち
の
方
、

隱
岐
神
社
の
写
真
や
イ
ラ
ス
ト
を
描
い

て
み
た
い
方
、
神
主
さ
ん
と
お
話
を
し

て
み
た
い
と
い
う
方
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

作
り
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

 

※
村
尾
禰
宜
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。 

  

新
任
神
職
の
紹
介 

禰
宜 

村 

尾 

茂 

樹 

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
付
で
神
社
本

庁
よ
り
転
任
。
本
庁
で
は
教
化
部
、
渉

外
部
に
勤
務
。
現
在
は
宇
受
賀
命
神
社

神
職
の
他
、
島
根
県
神
社
庁
非
常
勤
主

事
、
講
師
候
補
者
、
島
前
支
部
理
事
を

兼
務
。
昭
和
四
十
五
年
生
ま
れ
。
宇
受

賀
の
代
宮
家
の
長
男
。 

  

隱
岐
神
社
奉
賛
会 

 
 
 

特
別
会
員
募
集
の
お
知
ら
せ 

 

隱
岐
神
社
の
お
祭
り
、
活
動
を
さ
ら

に
充
実
し
た
も
の
に
す
る
た
め
、
奉
賛

会
で
は
特
別
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
町
内
外
合
わ
せ
て
約
一
〇
〇
名

の
会
員
が
あ
り
、
隱
岐
神
社
の
御
神
徳

の
紹
介
な
ど
に
も
努
め
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
会
費
は
三
千
円
で
す
。
皆
さ

ま
の
ご
加
入
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。 

詳
細
は
、
隱
岐
神
社
奉
賛
会
ま
た
は

隱
岐
神
社
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
（
電
話 

二
―
〇
四
六
四
） 

◆
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
三
が
日
に
は

あ
い
に
く
の
お
天
気
で
し
た

が
、
た
く
さ
ん
の
方
に
お
参

り
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

◆
神
社
の
お
正
月
準
備
は
、
清
掃
、
お

飾
り
、
授
与
品
の
準
備
な
ど
多
岐
に
わ

た
り
ま
す
。
そ
ん
な
折
、
東
京
の
会
社

か
ら
役
場
の
産
業
創
出
課
に
出
向
し
て

い
る
若
者
が
、
新
年
の
準
備
の
手
伝
い

を
申
し
出
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
午

前
零
時
の
お
参
り
に
あ
わ
せ
て
、
地
元

有
志
の
方
が
祈
祷
受
付
と
か
が
り
火
た

き
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
紙
面
を
か
り

ま
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

◆
昨
年
十
二
月
九
日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
島
根
放

送
局
の
テ
レ
ビ
電
話
の
コ
ー
ナ
ー
に
村

尾
禰
宜
が
出
演
し
て
、
隱
岐
神
社
の
活

動
を
レ
ポ
ー
ト
し
ま
し
た
。 

◆
昨
年
よ
り
発
行
し
た
広
報
で
す
が
、

思
い
切
っ
て
内
容
と
レ
イ
ア
ウ
ト
を
変

更
し
て
み
ま
し
た
。
み
な
さ
ま
の
感
想

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

 
隱
岐
神
社
で
は
、
神
社
と
地
域
の
歴
史
、
年
中
行
事
や
人
生

儀
礼
な
ど
に
つ
い
て
、
よ
り
多
く
の
方
に
関
心
を
持
っ
て
い
た

だ
く
た
め
に
、
今
ま
で
以
上
に
人
が
集
ま
る
神
社
を
目
指
し
た

活
動
を
始
め
ま
す
。 

隱
岐
神
社
は
新
た
な
活
動
を
始
め
ま
す
。 



 

平
成
二
十
二
年
に
あ
た
り 

 

隱
岐
神
社
宮
司 

村
尾 

 

周 

   

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。 

 

元
旦
の
お
祭
り
で
は
、
新
し
い
年
を

迎
え
ら
れ
た
こ
と
を
御
祭
神
に
感
謝
す

る
と
と
も
に
、
皇
室
の
弥
栄
と
海
士
町

の
発
展
を
お
祈
り
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

旧
年
中
は
、
隱
岐
神
社
の
御
創
建
七

十
年
の
奉
祝
事
業
に
つ
い
て
、
町
並
び

に
崇
敬
者
の
皆
様
に
格
別
の
ご
協
力
を

賜
り
ま
し
た
こ
と
、
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
恒
例
の
子
供
相
撲
大
会
、
食

の
感
謝
祭
の
他
、
記
念
の
式
年
大
祭
と

御
旅
、
平
成
の
歌
会
、
薪
能 

隠
岐
の

院
も
あ
り
、
多
く
の
方
が
境
内
に
集
い

ま
し
た
。
ほ
ん
と
う
に
賑
や
か
な
年
で

あ
っ
た
と
存
じ
ま
す
。 

 

後
鳥
羽
天
皇
と
海
士
町
の
歴
史
的
な

関
わ
り
は
、
町
に
と
っ
て
こ
の
上
な
い

財
産
で
あ
り
ま
す
。
隱
岐
神
社
は
こ
の

財
産
を
預
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

次
な
る
御
創
建
八
十
年
、
九
十
年
そ
し

て
百
年
の
佳
節
に
向
け
て
神
社
の
護
持

を
考
え
る
時
、
若
い
世
代
の
理
解
と
協

力
が
さ
ら
に
必
要
に
な
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

そ
こ
で
、
昨
年
よ
り
こ
の
広
報
紙
を

発
行
し
、
皆
さ
ま
に
神
社
の
お
祭
り
や

諸
行
事
を
お
伝
え
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
他
の
神
社
の
事
例

を
参
考
に
し
な
が
ら
、
紙
芝
居
「
後
鳥

羽
天
皇
さ
ま
」も
作
成
し
て
み
ま
し
た
。 

 

神
社
を
護
っ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
御

祭
神
へ
の
感
謝
と
町
の
発
展
を
祈
る
お

祭
り
の
厳
修
に
加
え
、
一
人
で
も
多
く

の
方
が
神
社
に
関
心
を
持
つ
よ
う
、
神

社
の
由
緒
と
今
日
的
な
役
割
を
わ
か
り

や
す
く
伝
え
て
行
く
こ
と
が
欠
か
せ
ま

せ
ん
。
隱
岐
神
社
で
は
、
職
員
を
定
期

的
に
神
職
研
修
に
参
加
さ
せ
る
な
ど
し

て
、
よ
り
親
し
ま
れ
る
神
社
と
す
る
た

め
の
研
究
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
皆
さ

ま
も
、
神
社
に
つ
い
て
「
こ
ん
な
こ
と

を
知
り
た
い
」
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
ど
う
ぞ
、
お
気
軽
に
隱
岐
神

社
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ま
の

声
を
貴
重
な
資
料
と
し
て
、
活
動
に
反

映
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。 

 

御
祭
神 

後
鳥
羽
天
皇
の
御
神
徳
の

下
、
皆
さ
ま
に
と
っ
て
稔
り
多
い
一
年

と
な
り
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。 （

平
成
二
十
二
年
元
旦
） 
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※
御
祭
神 

後
鳥
羽
天
皇
の
御
事

蹟
と
隱
岐
神
社
の
御
創
建
、
そ

し
て
神
社
の
今
日
の
役
割
に
つ

い
て
連
載
し
て
ま
い
り
ま
す 

 

後
鳥
羽
天
皇
の
即
位 

 

歴
代
天
皇
の
も
っ
と
も
大
切
な
お

つ
と
め
は
、
御
殿
に
お
い
て
「
日
本
が

平
和
で
、
国
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
ま

す
よ
う
に
」
と
神
さ
ま
に
お
祈
り
す
る

こ
と
で
す
。 

平
安
時
代
の
末
、
終
結
に
向
か
う
源

平
合
戦
に
際
し
て
、
安
徳
天
皇
は
平
氏

一
門
と
と
も
に
京
都
か
ら
山
口
県
に
お

遷
り
に
な
り
、
こ
の
祭
り
が
続
け
ら
れ

な
く
な
る
事
態
が
起
こ
り
ま
し
た
。 

そ
こ
で
、
京
都
で
院
政
を
行
っ
て
お

ら
れ
た
後
白
河
上
皇
は
、寿
永
二
年（
一

一
八
三
）
に
安
徳
天
皇
の
弟
で
第
四
皇

子
を
即
位
（
そ
く
い
）
さ
せ
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
当
時
四
歳
で
あ
っ
た
こ
の

皇
子
が
、
後
鳥
羽
天
皇
で
す
。 

こ
れ
に
よ
り
、
神
殿
の
祭
祀
は
継
続

で
き
た
の
で
す
が
、
安
徳
天
皇
が
皇
位

と
一
体
で
あ
る
三
種
の
神
器
を
お
持
ち

で
あ
っ
た
た
め
、
後
鳥
羽
天
皇
は
歴
代

で
唯
一
、
即
位
の
際
に
は
三
種
の
神
器

を
譲
り
う
け
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
皇
位
の
混
乱
期
や
武
士

の
衝
突
が
あ
っ
た
た
め
、
京
の
都
を
は

じ
め
各
都
市
が
荒
廃
し
て
い
た
と
推
測

さ
れ
ま
す
。
後
鳥
羽
天
皇
が
建
久
九
年

（
一
一
九
八
）
に
上
皇
に
な
ら
れ
た
後
、

日
本
の
文
化
・
芸
術
・
芸
能
に
強
い
関

心
を
示
さ
れ
た
の
は
、
御
自
ら
が
積
極

的
に
活
動
さ
れ
る
こ
と
で
、
荒
廃
か
ら

の
復
興
を
目
指
し
た
い
と
の
思
い
が
あ

っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

（
つ
づ
く
） 

 

神
社
界
の
活
動 

 

皇
室
を
う
や
ま
う
活
動 

 

平
成
二
十
一
年
は
、
天
皇
陛
下
御
即
位

二
十
年
、
御
結
婚
五
十
年
の
佳
節
で
し
た
。 

 

昨
年
四
月
二
十
六
日
に
は
、
出
雲
市
に

お
い
て
、
島
根
県
の
神
社
界
も
参
加
し
、

県
選
出
の
国
会
議
員
（
当
時
）
、
県
知
事
、

各
市
長
、
有
志
県
民
に
よ
る
奉
祝
式
典
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
十
一
月
十
二
日
に

は
、
東
京
に
お
い
て
政
府
主
催
の
記
念
式

典
と
、
奉
祝
議
員
連
盟
と
民
間
奉
祝
委
員

会
と
の
共
同
で
奉
祝
国
民
祭
典
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。 

 

隱
岐
神
社
も
歴
代
天
皇
を
お
ま
つ
り
す

る
神
社
と
し
て
、
皇
室
を
親
し
く
、
大
切

に
思
う
気
持
ち
を
も
っ
て
い
た
だ
く
た
め

の
活
動
を
今
後
も
進
め
ま
す
。
季
刊
誌

『
皇
室
』
の
購
読
受
付
も
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

  

地
域
の
神
社
を
ま
も
る
活
動 

 

全
国
に
は
約
八
〇
、
〇
〇
〇
社
の
神
社

が
あ
り
ま
す
（
神
社
本
庁
包
括
下
）
。
そ

の
ほ
と
ん
ど
は
、
地
区
の
氏
神
様
で
す
。

地
区
の
少
子
高
齢
化
、
神
社
の
行
事
に
無

関
心
な
方
が
増
え
た
こ
と
か
ら
、
か
つ
て

の
祭
り
と
賑
わ
い
を
維
持
し
て
ゆ
く
こ
と

が
困
難
な
神
社
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
神
社
本
庁
で
は
、
昨
年
七
月
、
宇
受
賀

の
宇
受
賀
命
神
社
（
村
尾
宮
司
）
を
活
性

化
の
モ
デ
ル
神
社
に
指
定
し
ま
し
た
。
ご

承
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
例
祭

（
夏
祭
り
）
に
は
、
総
代
と
子
供
会
が
主

導
し
て
巫
女
舞
と
子
供
神
楽
が
奉
納
さ
れ
、

た
い
へ
ん
賑
や
か
で
し
た
。 

 

神
社
を
賑
や
か
に
す
る
た
め
に
は
、
町

や
地
区
、
学
校
、
各
種
団
体
、
そ
し
て
町

民
の
み
な
さ
ま
の
理
解
と
協
力
が
欠
か
せ

ま
せ
ん
。
と
も
に
、
海
士
町
と
神
社
を
盛

り
上
げ
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

シ
リ
ー
ズ 

隱
岐
神
社
の
由
緒
① 



      

Ｑ 

神
社
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
な
の
？ 

Ａ 

神
社
は
各
地
の
歴
史
や
文
化
と
深

い
関
わ
り
の
あ
る
神
さ
ま
が
鎮
ま

る
場
所
で
、
か
ん
た
ん
に
い
え
ば

神
さ
ま
の
お
家
で
す
。 

 

Ｑ 

神
社
の
お
祭
り
で
は
何
を
し
て
い

る
の
？ 

Ａ 

神
さ
ま
に
、
地
域
の
人
が
今
年
も

集
え
た
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
、
海

士
町
で
生
活
で
き
る
こ
と
を
感
謝

す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
も
健

康
で
衣
食
住
に
不
自
由
が
な
い
よ

う
お
祈
り
し
ま
す
。
ま
た
、
お
米
、

お
酒
、
魚
介
類
、
農
作
物
、
果
物
、

お
菓
子
な
ど
を
神
前
に
並
べ
、
舞

や
楽
を
披
露
し
て
神
さ
ま
を
お
も

て
な
し
し
ま
す
。 

 

Ｑ 

ど
の
神
社
に
お
参
り
す
れ
ば
一
番

ご
利
益
が
あ
る
の
？ 

Ａ 

い
ろ
い
ろ
な
紹
介
も
あ
り
ま
す
が
、

神
社
と
氏
子
・
崇
敬
者
の
関
わ
り

か
ら
説
け
ば
、
ま
ず
自
分
た
ち
を

見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
地
区
の
氏

神
様
な
ど
地
元
海
士
町
で
の
ご
祈 

   

             

願
が
も
っ
と
も
道
理
に
か
な
っ
て

お
り
縁
起
が
良
く
、
ご
利
益
が
あ

る
と
い
え
ま
す
。
隱
岐
神
社
で
は
、

事
業
所
・
団
体
・
ク
ラ
ブ
・
同
好

会
や
個
人
の
安
全
祈
願
、
事
業
成

功
、
家
内
安
全
、
厄
除
、
病
気
平

癒
、
学
業
成
就
、
縁
結
び
な
ど
の

諸
祈
願
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

                

                        

             

神
社
本
庁
で
は
モ
バ
イ
ル
サ
イ
ト

を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。「の
し
袋
は

ど
う
書
け
ば
い
い
の
？
」「お
ふ
だ

や
お
守
り
っ
て
た
く
さ
ん
受
け
て
も

い
い
の
？
」と
い
っ
た
「そ
の
場
で
直

ぐ
に
知
り
た
い
情
報
」や
、神
社
・神

道
に
関
す
る
事
柄
を
紹
介
し
て
い

ま
す
。ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

●
携
帯
サ
イ
ト
『神
社
モ
バ
イ
ル
』 

h
ttp

://m
o
b
i.om

iy
a
k
id

s.com
 

●
パ
ソ
コ
ン
サ
イ
ト 

h
ttp

://jin
ja

h
o
n

ch
o.or.jp

 

神社 
 Ｑ＆Ａ 

平成２２年の厄年 

男 

前厄 本厄 後厄 

（昭和62年生） 

２４歳 
（昭和61年生） 

２５歳 
（昭和60年生） 

２６歳 
（昭和45年生） 

４１歳 
（昭和44年生） 

４２歳 
（昭和43年生） 

４３歳 
（昭和26年生） 

６０歳 
（昭和25年生） 

６１歳 
（昭和24年生） 

６２歳 

女 
（平成5年生） 

１８歳 
（平成4年生） 

１９歳 
（平成3年生） 

２０歳 
（昭和54年生） 

３２歳 
（昭和53年生） 

３３歳 
（昭和52年生） 

３４歳 
（昭和50年生） 

３６歳 
（昭和49年生） 

３７歳 
（昭和48年生） 

３８歳 
（昭和26年生） 

６０歳 
（昭和25年生） 

６１歳 
（昭和24年生） 

６２歳 

 

◆厄年は、古くから人生の節目や体調の変わり目にあたる
年齢とされています。社会の様々な役を受け持つ、就職、結
婚、出産、家の購入など、大きな節目の方も多いのではない
でしょうか。この大事な歳を元気に乗り越えるために、神さま
のご加護を戴くのが厄祓いのご祈祷です。 
なお、日本古来の数え年の年齢です。 


