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祭りの情報を発信しています。 詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000127351.html

見学に行かれる皆様へのお願い

● 冊子は令和４年３月の情報です。最新情報をお確かめの上、お出かけください。

● 参加者の皆様の妨げにならないよう、ご配慮をお願いいたします。

● 立ち入り禁止の場所には立ち入らないようにしてください。

● 祭り会場へは公共交通機関をご利用ください。
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● 茅の輪くぐり

● 七夕祭り

● 提灯山

● 本地祭り

● 秋葉大祭・火まつり

● うそ替え

● カッチン玉祭り

（毎年7月4日・5日）

（毎年8月第1土曜日・翌日曜日）

（毎年8月13日・14日・第2土曜日）

（毎年10月第1土曜日・翌日曜日）

（毎年12月16日）

（毎年1月15日・25日）

（毎年2月26日）
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　本ガイドブックは、地域に伝わる「祭り」の魅力、祭りに携わる方々

の思いを伝えるために発行しました。名古屋市内にはたくさんの

祭りが継承されており、そのどれもが地域の特色を持った唯一無

二のものです。こうした祭りを後世に引き継ぐためにも、実際に祭

り会場へ足を運び、祭りの応援団になっていただければ幸いです。

地 域 の 祭 り
身 近 な ま ち の
文 化 財 ガ イ ド ブ ッ ク

発 見 !!  

Vol. 2



［上・下］ 子どもからお年寄りまで、さまざまな年代の人が健康を祈りつつ茅の輪をくぐる。

境内のほぼ中央に茅の輪が設置される。 川原神社の境内にひっそりとたたずむ津島社。

宮司や氏子総代らが集まって茅の輪をくぐる。

『尾張名所図会』 前編巻五 「川原天神」 （名古屋市博物館所蔵）

❶ 最初に左回り
❷ 次に右回り
❸ さらに左回り
❹ 本殿へまっすぐ進む

SCHEDULE

12：00～
21：00

開始

終了

＜７月４日＞

9：00～
21：00

開始

終了

＜７月５日＞

　
茅
の
輪
く
ぐ
り
は
、
名
古
屋
市

内
各
地
で
夏
の
祭
礼
の
一
環
と
し

て
行
わ
れ
る
行
事
。
昭
和
区
の
川

原
神
社
で
も
毎
年
盛
ん
に
行
わ
れ

て
い
る
。
参
拝
者
は
無
病
息
災
を

祈
り
な
が
ら
境
内
に
設
置
さ
れ
た

直
径
２
m
を
超
え
る
茅
の
輪
の
中

を
く
ぐ
っ
て
い
く
。
宮
司
の
伊
藤

悦
子
さ
ん
に
よ
る
と
、
正
し
い
作

法
は
次
の
通
り
だ
と
い
う
。

　「
１
回
く
ぐ
っ
て
左
に
廻
っ
た
ら

八
の
字
を
描
く
よ
う
に
右
廻
り
、

左
廻
り
で
３
回
輪
の
中
を
通
り
ま

す
。
そ
の
時『
蘇
民
将
来
』と
唱
え

る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
。
ぐ
る
ぐ
る

と
３
回
廻
っ
た
ら
、
最
後
は
真
っ

す
ぐ
本
殿
へ
と
向
か
い
お
参
り
を

し
ま
す
」

　
茅
の
輪
の
材
料
は
西
区
の
庄
内

川
の
土
手
で
採
取
し
た
小
型
ト

ラ
ッ
ク
１
杯
分
の
葦
。
そ
れ
を
針

金
製
の
大
き
な
輪
に
巻
き
付
け
て

作
っ
て
い
く
。
当
日
は
近
隣
か
ら

大
勢
の
参
拝
客
が
集
ま
っ
て
、
順

番
待
ち
の
列
が
で
き
る
ほ
ど
の
人

気
。
地
域
の
住
民
に
と
っ
て
、
大

切
な
夏
の
風
物
詩
だ
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　
こ
の
茅
の
輪
く
ぐ
り
は
、
ス
サ

ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の
神
話
に
由
来
す

る
行
事
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
旅

の
途
中
に
貧
し
い
暮
ら
し
を
す
る

蘇
民
将
来
と
い
う
人
物
に
宿
を
借

り
た
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
が
、
そ

の
お
礼
に「
蘇
民
将
来
の
子
孫
」と

言
っ
て
茅
の
輪
を
腰
に
着
け
れ
ば

厄
病
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と

告
げ
た
そ
う
だ
。
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ

コ
ト
の
教
え
を
守
っ
た
蘇
民
将
来
の

娘
は
、
誰
よ
り
も
長
生
き
を
し
た

と
い
う
。茅
の
輪
く
ぐ
り
の
間
、「
蘇

民
将
来
」と
唱
え
る
の
は
そ
の
た
め

だ
。

　
こ
の
蘇
民
将
来
の
伝
承
は
日
本

各
地
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
ス
サ
ノ

オ
ノ
ミ
コ
ト（
牛
頭
天
王
）を
祭
る

愛
知
県
津
島
市
の
津
島
神
社
を
は

じ
め
、
各
地
の
神
社
で
茅
の
輪
く

ぐ
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
末
社
に

津
島
社
が
あ
る
川
原
神
社
で
も
、

古
く
か
ら
茅
の
輪
く
ぐ
り
が
行
わ

れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
日
頃
か
ら
健
康
で
過
ご
せ
て
い
る

こ
と
に
感
謝
の
気
持
ち
を
持
ち
な

が
ら
茅
の
輪
を
く
ぐ
っ
て
い
た
だ

け
れ
ば
」と
伊
藤
さ
ん
。
年
に
一

度
、
健
康
の
大
切
さ
を
知
る
、
よ

い
機
会
に
な
る
と
い
え
そ
う
だ
。

　
川
原
神
社
夏
祭
り
で
は
、
茅
の

輪
く
ぐ
り
の
ほ
か
、
本
殿
内
で
赤

丸
神
事
も
行
わ
れ
る
。
魔
除
け
と

な
る
朱
印
を
押
し
て
、
健
康
を
祈

願
す
る
と
い
う
行
事
で
あ
る
。
目

立
ち
に
く
い
つ
む
じ
に
押
す
神
社

が
多
い
そ
う
だ
が
、
川
原
神
社
で

は
お
で
こ
に
赤
丸
を
押
す
と
い

う
。「
最
近
は
若
い
子
た
ち
も
喜

ん
で
押
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
写

真
を
撮
っ
て
S
N
S
で
発
信
し
て

い
る
よ
う
で
す
ね
」

　
伊
藤
さ
ん
が
残
念
に
思
っ
て
い

る
の
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
の
影
響
。
こ
こ
２
年
ほ
ど

茅
の
輪
く
ぐ
り
も
赤
丸
神
事
も
開

催
さ
れ
て
い
な
い
。

「
コ
ロ
ナ
禍
の
今
だ
か
ら
こ
そ
、
開

催
す
べ
き
行
事
。
コ
ロ
ナ
が
早
く

収
ま
っ
て
、
み
な
さ
ん
が
健
康
で

過
ご
せ
る
世
の
中
が
１
日
も
早
く

来
る
日
を
願
っ
て
い
ま
す
」

　
誰
も
が
気
兼
ね
な
く
茅
の
輪
を

く
ぐ
る
こ
と
の
で
き
る
日
が
、
早

く
訪
れ
る
こ
と
を
願
い
た
い
。

ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の

神
話
に
由
来
す
る

茅
の
輪
く
ぐ
り

お
で
こ
に

朱
印
を
押
す

赤
丸
神
事
も
開
催

小
型
ト
ラ
ッ
ク
１
杯
分

大
量
の
葦
で
茅
の
輪
を
作
る

地下鉄鶴舞線

山王通

川原神社

川名駅 153

56

30

56

川名
公園

そ
み
ん
し
ょ
う
ら
い

無
病
息
災
を
祈
り
な
が
ら

直
径
２
m
ほ
ど
の
輪
を
く
ぐ
る

茅
の
輪
く
ぐ
り

ち

毎
年
７
月
４
日
・
５
日

川
原
神
社

開
催
日

主　

催

昭
和
区
川
原
神
社

葦
で
編
ん
だ
直
径
２
m
を
超
え
る
輪
を

無
病
息
災
を
祈
願
し
な
が
ら
く
ぐ
る
。

昭
和
区
の
川
原
神
社
で
開
催
さ
れ
る
茅
の
輪
く
ぐ
り
は

地
域
の
夏
の
風
物
詩
だ
。

よ
し

12

本殿

【 茅の輪のくぐり方（川原神社） 】



天棚機姫命のイラストが入った多奈波太神社の絵馬

［上］笹に願いを書いた短冊を
くくりつける近所の子どもたち。
［下］日が落ちた頃からは境内
に縁日が出て大勢の子どもた
ちで賑わう。

多奈波太
神社

名城公園

名城公園駅

愛知学院大学
名城公園
キャンパス

地下鉄
名城線

東志賀町線第2号

大
津
通

SCHEDULE

  8：00～

  9：00～
17：00～
21：00

近所の子どもたちが

笹飾りを持って巡行

笹飾りの設置、神事

縁日

終了

『尾張年中行事絵抄』秋之部七月七日
「田畠村七夕祭」（公益財団法人東洋文庫所蔵）

　
多
奈
波
太
神
社
は
平
安
時
代
中

期
に
編
さ
ん
さ
れ
た『
延
喜
式
』に

「
多
奈
波
太
神
社
」と
記
さ
れ
る
な

ど
、
１
０
０
０
年
以
上
の
歴
史
を

持
つ
由
緒
あ
る
神
社
だ
。
機
織
り

の
女
神
で
あ
る
天
之
多
奈
波
太
姫

命（
天
棚
機
姫
神
）を
祭
っ
て
お
り
、

七
夕
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
。

　
地
域
で
は
、
多
奈
波
太
の
名
に

ち
な
み
、
か
つ
て
は
旧
暦
の
７
月
７

日
、
近
年
で
は
新
暦
の
８
月
７
日

に
七
夕
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
。

実
際
に
江
戸
時
代
の
記
録
か
ら
、

少
な
く
と
も
江
戸
時
代
に
は
七
夕

の
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
尾
張
地
方

の
名
所
・
風
習
・
産
物
な
ど
を
紹

介
す
る『
尾
張
名
所
図
会
』に
は
、

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
今
七
夕
の
森
と
い
ひ
て
　
例
祭
七

月
七
日
　
燈
を
か
ゝ
げ
て
諸
人
参

詣
す
」

　
ま
た
、
一
般
の
人
々
の
間
で
伝

え
ら
れ
て
き
た
年
中
行
事
を
絵
と

文
で
紹
介
す
る
天
保
２（
１
８
３

１
）年
の『
尾
張
年
中
行
事
絵
抄
』に

は
、
笹
飾
り
を
持
っ
て
歩
く
子
ど

も
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

七
夕
祭
り
は
多
奈
波
太
神
社
と
そ

の
周
辺
地
域
で
脈
々
と
受
け
継
が

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
七
夕
祭
り
に
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
笹
飾
り
は
、
祭
り
当
日
の

朝
、
町
内
ご
と
に
準
備
さ
れ
る
。

「
大
き
く
な
っ
た
ら
ア
イ
ド
ル
に
な

れ
ま
す
よ
う
に
」

「
家
族
み
ん
な
が
い
つ
ま
で
も
健
康

に
暮
ら
せ
ま
す
よ
う
に
」

　
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
思
い
が
込
め
ら
れ
た
色
と

り
ど
り
の
短
冊
が
い
く
つ
も
結
び

付
け
ら
れ
る
と
、
町
の
中
を
歩
き

な
が
ら
運
び
、
多
奈
波
太
神
社
へ

と
奉
納
。
鳥
居
と
神
殿
を
結
ぶ
石

畳
に
ア
ー
チ
を
か
け
る
よ
う
に
十

数
本
の
笹
飾
り
が
並
べ
ら
れ
る
。

緑
の
笹
に
映
え
る
カ
ラ
フ
ル
な
短

冊
。
夏
を
鮮
や
か
に
彩
る
、
将
来

に
残
し
て
い
き
た
い
光
景
だ
。

　
夕
方
に
な
る
と
境
内
に
は
夜
店

が
出
て
、
祭
り
は
さ
ら
に
賑
や
か

さ
を
増
し
て
い
く
。
笹
飾
り
を
眺

め
る
人
、
金
魚
す
く
い
や
輪
投
げ

に
興
じ
る
人
、
み
た
ら
し
団
子
を

ほ
お
張
る
人…

。
２
日
間
で
１
０

０
０
人
を
超
え
る
人
が
思
い
思
い

に
楽
し
み
な
が
ら
、
祭
り
の
夜
は

過
ぎ
て
行
く
。

　
多
奈
波
太
神
社
氏
子
総
代
会
の

伊
藤
勲
副
会
長
に
よ
る
と
、
昭
和

３０
〜
４０
年
代
は
参
加
者
も
多
く
非

常
に
に
ぎ
や
か
に
行
わ
れ
て
い
た

そ
う
だ
。
楽
し
み
に
し
て
い
る
住

民
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し

最
近
は
、
住
民
の
祭
り
へ
の
関
心

が
薄
れ
つ
つ
あ
る
と
感
じ
て
い
る

そ
う
だ
。

　
伊
藤
さ
ん
は
何
世
代
も
続
く
七

夕
行
事
を
守
る
た
め
、
令
和
２
年

に
有
志
ら
と
と
も
に「
夏
祭
り
を

盛
り
上
げ
る
会
」を
発
足
さ
せ

た
。
金
城
小
学
校
で
出
前
講
座
を

行
う
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を

行
っ
て
い
る
。

　「
祭
り
を
維
持
・
繁
栄
さ
せ
る
た

め
、
子
ど
も
た
ち
に
関
心
を
持
っ

て
も
ら
い
た
い
。
受
け
継
い
で
き
た

伝
統
と
い
う
バ
ト
ン
を
次
の
時
代
の

担
い
手
に
託
す
こ
と
が
私
た
ち
の

務
め
で
す
」

　
地
域
の
文
化
を
伝
承
す
る
こ
と

の
意
義
を
力
強
く
語
っ
て
く
れ
た
。

江
戸
時
代
の
史
料
に
残
る

七
夕
行
事

色
と
り
ど
り
の
短
冊
に

込
め
ら
れ
た

子
ど
も
た
ち
の
願
い

地
域
住
民
の
関
心
を
高
め
る

「
夏
祭
り
を
盛
り
上
げ
る
会
」

の
活
動

北
区
多
奈
波
太
神
社
周
辺

七
夕
祭
り

た
な

ば
た

開
催
日

主
　
催

毎
年
8
月
第
1
土
曜
日
・
翌
日
曜
日

多
奈
波
太
神
社
氏
子
総
代
会

 

願
い
を
込
め
た
笹
飾
り
が
揺
れ
る

七
夕
の
行
事

北
区
金
城
に
あ
る
多
奈
波
太
神
社
で
は
、

古
く
か
ら
地
域
に
伝
わ
る
七
夕
行
事
を
後
世
に
残
す
た
め

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。

た
　 

な
　 

ば
　 

た

え
ん  

ぎ  

し
き

あ
ま  

の   

た     

な    

ば   

た 

ひ
め
の

み
こ
と タ

　
ナ
　
ハ
　タ
ノ
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中志段味地区の提灯山を下から見上げた光景。

SCHEDULE

17：00～
21：00

開始

終了

SCHEDULE

17：00～
21：00

開始

終了

SCHEDULE

17：00～
21：00

開始

終了

引き上げ提灯（提灯山）

胴

骨

提灯

竿

滑車

岐阜提灯 赤丸提灯

白丸提灯 紅白提灯 瓜提灯 堂島提灯

〔吉根・下志段味〕 〔吉根〕

〔中志段味〕

提灯の種類

〔上志段味〕

吉根公園

15

213

東
名
高
速
道
路

庄内川

東谷山
フルーツ
パーク

志段味
大塚古墳

体感！しだみ古墳群
ミュージアム

155

庄内川

75

15

214

勝手社

東谷山
フルーツ
パーク

志段味
大塚古墳

体感！しだみ古墳群
ミュージアム

諏訪神社

155

庄内川

75

15

214

　
守
山
区
の
各
地
で
は
、「
提
灯
山
」

と
呼
ば
れ
る
提
灯
飾
り
を
組
み
立

て
て
、
そ
の
周
り
で
踊
り
を
楽
し

む
行
事
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
。「
志

段
味
四
村
」と
呼
ば
れ
る
地
区
の
ほ

か
、
小
幡
や
瀬
古
な
ど
の
区
内
の

各
地
区
で
明
治
時
代
の
後
期
に
は

行
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
戦

争
で
一
時
期
中
断
し
た
地
域
も
あ

る
が
、
い
く
つ
か
の
地
域
で
復
活
。

古
く
か
ら
伝
わ
る
行
事
を
次
世
代

に
残
そ
う
と
奮
闘
し
て
い
る
。
そ

の
う
ち
の
３
つ
の
地
区
の
取
り
組
み

を
紹
介
し
た
い
。

　
上
志
段
味
地
区
に
残
る
提

灯
山
は
５
段
組
。
煩
悩
と
同

じ
１
０
８
個
の
提
灯
を
ぶ
ら

下
げ
る
。
他
の
地
区
と
の
違

い
は
、
縦
長
の
長
提
灯
を
使
っ

て
い
る
と
こ
ろ
。
和
紙
張
り
の
提

灯
で
、
ロ
ウ
ソ
ク
を
使
用
す
る
な

ど
、
昔
な
が
ら
の
流
儀
に
こ
だ
わ
っ

て
い
る
。

　
世
話
役
と
し
て
二
十
年
来
祭
り

に
携
わ
っ
て
い
る
前
自
治
会
長
の
長

松
栄
二
さ
ん
は「
安
全
面
や
手
間

を
考
え
れ
ば
ロ
ウ
ソ
ク
で
は
な
く

電
球
を
使
っ
た
ほ
う
が
よ
い
が
、

で
き
る
限
り
は
昔
の
姿
を
残
し
て

い
き
た
い
」と
語
る
。

　
古
く
か
ら
伝
わ
る
文
化
を
継
承

し
よ
う
と
一
時
期
保
存
会
が
立
ち

上
が
っ
た
が
、
令
和
３
年
度
現
在

休
止
中
。
再
開
発
が
進
み
、
他
の

地
域
か
ら
転
入
し
て
く
る
人
が
増

え
て
い
る
中
で
、
地
域
に
伝
わ
る

文
化
を
次
の
世
代
へ
ど
う
繋
い
で
い

く
の
か
、
長
松
さ
ん
ら
の
挑
戦
は

続
く
。

　
中
志
段
味
地
区
の
提
灯
山
も
５

段
組
。
し
か
し
、
ぶ
ら
下
げ
る
提

灯
の
数
は
上
志
段
味
と
は
異
な
り
、

１
０
０
個
の
丸
提
灯
が
飾
ら
れ

る
。
祭
り
が「
百
灯
祭
」と
呼
ば
れ

る
の
は
、
そ
の
た
め
だ
。
以
前
は

８
月
１３
日
と
２２
日
に
も
提
灯
山
を

立
て
、
盆
踊
り
を
行
っ
て
い
た
が
、

い
つ
の
間
に
か
年
に
一
度
の
み
の
開

催
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

　
そ
れ
だ
け
に
地
域
住
民
の
祭
り

に
か
け
る
思
い
は
強
い
よ
う
だ
。

中
志
段
味
連
絡
協
議
会
代
表
の
野

田
留
美
さ
ん
は
、
何
年
か
前
の
こ

ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
く

れ
た
。「
朝
か
ら
提
灯
山
を
立
て

る
準
備
を
し
た
の
で
す
が
、
夕
方

に
大
雨
が
降
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
中
止
か
決
行
か
悩
み
ま
し
た

が
、
祭
り
開
始
時
間
の
直
前
に
雨

が
止
み
ま
し
た
。
し
か
も
雲
間
か

ら
月
が
見
え
た
の
で
す
」

　
吉
根
地
区
に
伝
わ
る
提
灯
山
も

５
段
組
。
や
や
面
長
の
岐
阜
提
灯

を
１
０
８
個
ぶ
ら
下
げ
る
。
提
灯

山
を
立
て
る
祭
り
は
し
ば
ら
く
途

絶
え
て
い
た
が
、
地
域
住
民
有
志

ら
の
手
に
よ
っ
て
平
成
29
年
に
復

活
。
会
場
の
吉
根
公
園
の
グ
ラ
ウ

ン
ド
に
、
例
年
２
０
０
０
人
ほ
ど

の
来
場
者
が
や
っ
て
く
る
大
き
な

行
事
へ
と
発
展
し
た
。

　
吉
根
連
合
自
治
会
会
長
の
小
林

克
己
さ
ん
は
提
灯
山（
提
灯
山
保
存

会
）、
盆
踊
り（
踊
り
の
会
）、
笛
・

太
鼓（
神
楽
）、
三
つ
の
会
で「
文
化

継
承
の
会
」を
組
織
し
て
、
次
の
世

代
に
つ
な
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

「
祭
り
が
復
活
し
て
う
れ
し
い
。
二

度
と
途
絶
え
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
な
が

ら
う
ま
く
続
け
て
い
き
た
い
」と
い

う
小
林
さ
ん
ら
の
思
い
も
ま
た
、

地
域
の
皆
さ
ん
に
伝
わ
っ
て
い
る
こ

と
だ
ろ
う
。

昔
な
が
ら
の
提
灯
に

こ
だ
わ
る
上
志
段
味
地
区

年
に
一
度
の
祭
り
に
か
け
る

中
志
段
味
地
区
の
百
灯
祭

提
灯
山
が
復
活
し

大
勢
で
賑
わ
う
吉
根
地
区

各
様
の
思
い
で
文
化
を
繋
ぐ

守
山
区
志
段
味
の
提
灯
山

提
灯
山
と
は

１０
m
ほ
ど
の
高
さ
が
あ
る

円
す
い
状
の
提
灯
飾
り
だ
。

守
山
区
志
段
味
で
は

そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
に

提
灯
山
祭
り
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

提
灯
山

毎
年
８
月
第
２
土
曜
日

（
第
１
土
曜
日
の
場
合
も
あ
り
）

吉
根
連
合
自
治
会

吉
根
公
園

吉
根
納
涼
夏
祭
り

開
催
日

主　

催

場　

所

毎
年
８
月
14
日

中
志
段
味
連
絡
協
議
会

諏
訪
神
社

百
灯
祭

納
涼
盆
お
ど
り
大
会

開
催
日

主　

催

場　

所

毎
年
８
月
13
日

上
志
段
味
自
治
会

勝
手
社

提
灯
山
と

納
涼
盆
お
ど
り
大
会

開
催
日

主　

催

場　

所

守
山
区
志
段
味
地
区
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［上］ 昭和３０（１９５５）年の本地祭りの様子。
［下］ 昭和３０年に新調した本町の山車。　

『尾張年中行事絵抄』
八月五日「本地村祭」 
（公益財団法人東洋文庫所蔵） お手製の笛

トラックを改造して作った本町の山車

星宮社に集う各町内の山車（名古屋市博物館提供）

本星崎駅

本城公園

名古屋市立
笠寺小学校

名
鉄
名
古
屋
本
線

本
地
通

星宮社

SCHEDULE

12：30～
14：30
15：00～
16：00～
20：00～
21：00

10：00～
14：30
15：00～
16：00～
19：30～
21：00

山車の巡行

星宮社到着

神事・参拝

お囃子の巡行

山車の巡行

終了

＜１日目＞ ＜２日目＞

　
南
区
に
あ
る
星
宮
社
は
舒
明
天

皇（
６
２
９
年
〜
６
４
１
年
）の
頃

に
創
建
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
本
地

祭
り
は
、
そ
の
星
宮
社
の
祭
礼
で
、

宝
暦
５（
１
７
５
５
）年
の『
尾
陽

村
々
祭
礼
集
』に
は
、
４
輌
の
山
車

が
引
か
れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ

れ
、
天
保
２（
１
８
３
１
）年
の『
尾

張
年
中
行
事
絵
抄
』に
は
多
く
の

人
々
で
賑
わ
う
様
子
が
描
か
れ

る
。
２
６
０
年
以
上
も
前
か
ら
行

わ
れ
て
い
た
歴
史
あ
る
祭
礼
だ
。

　
時
は
流
れ
て
現
代
の
本
地
祭
り

は
、
江
戸
期
の
本
地
村
に
あ
た
る

４
町（
田
古
屋
・
廻
間
・
本
町
・

大
道
）と
昭
和
２０
年
以
降
に
で
き

た
２
町（
星
宮
・
本
城
）の
６
つ
の

町
内
で
行
わ
れ
て
い
る
。
昔
な
が

ら
の
古
い
通
り
や
、
高
速
道
路
の

下
を
走
る
幹
線
道
路
な
ど
、
新
旧

入
り
交
じ
っ
た
町
並
を
絢
爛
豪
華

な
山
車
が
走
る
。

　
特
に
古
い
通
り
で
は
、
民
家
の

軒
先
ス
レ
ス
レ
を
山
車
が
通
り
過
ぎ

て
い
く
。
そ
の
姿
は
、
見
て
い
る
ほ

う
が
ハ
ラ
ハ
ラ
す
る
ほ
ど
だ
。
ま

た
、
山
車
の
前
面
で
伊
勢
音
頭
を

歌
い
な
が
ら
押
し
合
う
場
面
は
見

ど
こ
ろ
の
一
つ
。
そ
の
勇
壮
な
姿

は
本
地
祭
り
の
特
長
だ
。

　
今
で
こ
そ
、
多
く
の
住
民
に
愛

さ
れ
る
祭
り
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
道
の
り
は
決
し
て
平
坦
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
山
車
の
老
朽
化

と
祭
り
の
担
い
手
の
減
少
に
よ
り
、

昭
和
４３（
１
９
６
８
）年
を
最
後
に

祭
り
に
山
車
を
出
す
こ
と
が
途
絶

え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
祭
り
の
シ
ン

ボ
ル
で
も
あ
る
山
車
は
、
そ
の
後

２４
年
に
渡
っ
て
山
車
小
屋
の
中
に

し
ま
わ
れ
た
ま
ま
。
日
の
目
を
浴

び
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
よ
う
や
く
復
活
の
機
運
が
高

ま
っ
た
の
は
、
時
代
が
ひ
と
つ
進
ん

だ
平
成
４（
１
９
９
２
）年
の
こ
と

だ
。
本
町
の
住
民
た
ち
が
壊
れ
た

山
車
を
修
理
。
そ
れ
に
呼
応
し
て
、

田
古
屋
・
廻
間
・
大
道
で
も
山
車

の
改
修
や
新
調
が
行
わ
れ
た
。
現

在
で
は
星
宮
・
本
城
か
ら
も
ト
ラ
ッ

ク
を
改
造
し
た
山
車
が
出
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
世
話
役
の
一
人

で
本
町
山
車
保
存
会
に
所
属
す
る

柘
植
幸
治
さ
ん
は
、
祭
り
へ
の
熱
い

思
い
を
口
に
す
る
。

　「
古
く
か
ら
こ
の
地
域
に
住
む
人

の
中
に
は
、
昔
楽
し
み
に
し
て
い

た
祭
り
が
復
活
し
た
こ
と
に
涙
を

流
し
て
喜
ん
で
く
れ
る
人
も
い
ま

し
た
。
自
分
た
ち
の
手
で
自
分
た

ち
の
大
切
な
文
化
を
取
り
戻
し
た

こ
と
を
誇
り
に
思
い
ま
す
。
本
当

に
こ
の
地
域
に
住
ん
で
い
て
よ
か
っ

た
」

　
こ
の
祭
り
で
復
活
し
た
も
の
は

山
車
だ
け
で
は
な
い
。
祭
り
を
盛

り
上
げ
る
笛
や
太
鼓
の
お
囃
子
も

復
活
し
た
。
手
先
の
器
用
な
柘
植

さ
ん
が
塩
化
ビ
ニ
ル
製
の
水
道
管

に
穴
を
開
け
、
お
手
製
の
笛
を
製

作
。
熱
田
神
楽
指
導
者
の
成
田
政

明
さ
ん
を
講
師
に
招
き
、
子
ど
も

た
ち
が
神
楽
を
習
っ
て
い
る
。

　「
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
文
化
を
二

度
と
途
絶
え
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」

と
柘
植
さ
ん
。
祭
り
に
か
け
る
心

意
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。

２４
年
も
の

長
い
中
断
を
経
て

平
成
の
世
に
山
車
が
復
活

復
活
し
た
祭
り
の
文
化
を

次
の
世
代
へ
継
承

見
て
い
る
だ
け
で
も

血
潮
が
騒
ぐ

じ
ょ
め
い
て
ん

け
ん
ら
ん
ご
う
か

は
ざ

ま

ほ
ん
ま
ち

た
　
ご
　
や

だ
い 

ど
う

の
う

ほ
し
み
や
し
ゃ

地
域
住
民
の
手
で

見
事
に
復
活
し
た

勇
壮
華
麗
な
山
車
祭

本
地
祭
り

南
区
星
宮
社
周
辺
で
行
わ
れ
る
本
地
祭
り
は

江
戸
時
代
の
記
録
が
残
る
歴
史
あ
る
山
車
祭
り
だ
。

山
車
行
事
と
し
て
は
一
度
途
絶
え
た
も
の
の
、住
民
の
手
で
復
活
。

地
域
住
民
に
欠
か
せ
な
い
恒
例
行
事
と
な
っ
て
い
る
。

毎
年
１０
月
第
１
土
曜
日
・
翌
日
曜
日

星
宮
社
氏
子
六
町
内

開
催
日

主　

催

南
区
星
宮
社
周
辺

ほ
ん

じ
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［上］人の背丈を超えるほど、炎が舞い上がる。
［下］熱田神宮の南隣にある秋葉山圓通寺。

1
伝馬町駅

226

圓通寺

熱田神宮
神宮前駅

東
海
道
本
線

地
下
鉄
名
城
線

18：00～
19：00～
21：00

圓通寺で無事を祈願

火まつり開始

終了

SCHEDULE

火床の上を歩いて渡る「信者」たち。

『尾張名所図会』前編巻三「圓通寺羽休秋葉宮」
（名古屋市博物館所蔵）

秋葉三尺坊大権現の姿が描
かれている古いお札。
（秋葉山圓通寺提供）

［上・中］護摩壇は当日の朝から「行者」が手分けして設置
する。［下］約5平方メートルの護摩壇が完成。

御
嶽
山
を
信
仰
す
る
修
行
者
が
行

う
荒
行
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
護
摩

壇
は
、
５
メ
ー
ト
ル
四
方
の
大
き

さ
。
松
の
葉
を
何
層
に
も
重
ね
て

作
り
上
げ
て
い
く
。

　
午
後
７
時
、
護
摩
壇
に
点
火
。

火
は
勢
い
よ
く
燃
え
さ
か
り
、
人

の
身
長
の
倍
は
あ
る
火
柱
が
立
ち

上
が
る
。
そ
の
周
囲
を
緑
の
装
束

に
身
を
包
ん
だ
約
１０
人
の「
行
者
」

と
白
装
束
の
１
０
０
人
ほ
ど
の「
信

者
」と
呼
ば
れ
る
人
々
が
、
取
り

囲
む
よ
う
に
ぐ
る
ぐ
る
と
歩
き
続

け
て
い
く
。進
行
方
向
は
右
回
り
。

決
し
て
反
対
に
進
ん
で
は
な
ら
な

い
と
い
う
。

　
火
の
勢
い
が
収
ま
る
と
、
い
よ

い
よ
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
。
火
渡
り
の

始
ま
り
で
あ
る
。
厳
粛
な
雰
囲
気

が
漂
う
中
、
一
人
、
ま
た
一
人
と

燃
え
さ
か
る
火
の
中
へ
と
足
を
踏

み
入
れ
る
。
修
行
の
一
環
だ
か
ら

だ
ろ
う
。
行
者
や
信
者
た
ち
は
慌

て
ず
、
騒
が
ず
、
淡
々
と
火
床
の

上
を
渡
っ
て
い
く
。

　
行
者
の
中
心
と
な
っ
て
神
事
を
取

り
仕
切
る
の
は
、磯
村
勝
嶽
さ
ん
。

年
齢
は
８０
代
半
ば
だ
と
い
う
が
、

夏
の
間
に
御
嶽
山
へ
登
り
、
火
ま
つ

り
の
無
事
を
祈
願
し
た
と
い
う
。

　「
何
十
年
も
参
加
し
て
い
ま
す

が
、
や
け
ど
な
ど
し
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
護
摩
行
の
お
か
げ
で
、

こ
の
年
に
な
る
ま
で
大
き
な
病
気

を
す
る
こ
と
も
な
く
、
健
康
に
過

ご
せ
て
い
ま
す
」

　「
行
者
」と「
信
者
」が
渡
り
終
え

る
と
、
続
い
て
は
一
般
客
が
渡
る

時
間
と
な
る
。
例
年
、
１
０
０
人

を
超
え
る
人
が
列
を
な
す
ほ
ど
の

人
気
ぶ
り
だ
。

　
い
ざ
護
摩
壇
を
前
に
し
て
怖
が

る
人
も
少
な
く
は
な
い
が
、「
熱
く

な
い
か
ら
大
丈
夫
」と
い
う
行
者
の

声
に
促
さ
れ
、
一
人
ま
た
一
人
と

火
の
中
を
渡
っ
て
い
く
。

　「
火
ま
つ
り
は
大
勢
の
人
が
楽
し

み
に
し
て
い
る
行
事
。
代
々
受
け

継
い
で
き
た
伝
統
の
火
を
消
さ
な

い
よ
う
、
次
の
世
代
へ
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

を
し
て
い
き
た
い
」と
磯
村
さ
ん
。

　
そ
の
思
い
は
燃
え
さ
か
る
炎
の

よ
う
に
熱
い
。

　
熱
田
神
宮
の
南
隣
に
あ
る
圓
通

寺
は
、
火
の
神
様
で
あ
る
秋
葉
大

権
現
が
出
現
し
た
日
本
最
古
の
霊

場
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
今
か
ら

１
８
０
０
年
ほ
ど
前
、熱
田
神
宮
の

境
内
に
日
本
武
尊
を
火
難
か
ら
救
っ

た
秋
葉
大
権
現
を
祭
る「
秋
葉
社
」

と
し
た
の
が
始
ま
り
だ
。
地
域
の

住
民
か
ら
は
親
し
み
を
込
め
て「
秋

葉
さ
ん
」と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
毎
年
１２
月
１６
日
に
行
わ

れ
る
の
が
、
火
ま
つ
り
。
大
護
摩

の
火
が
燃
え
さ
か
る
中
、
火
防
守

護
、
諸
難
消
滅
、
福
徳
延
命
な
ど

を
祈
願
し
な
が
ら
裸
足
で
渡
る
と

い
う
勇
壮
な
行
事
だ
。
起
源
は
定

か
で
は
な
い
が
、
１
０
０
年
以
上

は
続
く
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
準
備
は
当
日
の
朝
か
ら
行
わ
れ

る
の
が
通
例
だ
。
白
装
束
に
身
を

包
ん
だ
人
た
ち
が
黙
々
と
護
摩
壇

を
設
置
し
て
い
く
。
彼
ら
は
木
曽

御
嶽
山
を
崇
拝
す
る「
行
者
」と
呼

ば
れ
る
修
行
者
だ
。
火
ま
つ
り
は

火
の
神
を
祭
る
霊
場
で

続
く
ま
つ
り

一
般
の
見
物
客
も

火
渡
り
が
体
験
で
き
る

御
嶽
山
信
仰
の
修
験
者

た
ち
が
取
り
組
む
荒
行

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

あ
き  

ば  

だ
い

ご
ん
げ
ん

熱
田
区
の
圓
通
寺
は
火
の
神
を
祭
る

霊
場
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
寺
で
毎
年
12
月
16
日
に
行
わ
れ
る
の
は
、

燃
え
さ
か
る
護
摩
壇
を
歩
い
て
渡
る
、

勇
壮
な
火
ま
つ
り
だ
。

秋
葉
大
祭
・

火
ま
つ
り

あ
き

た
い

さ
い

ば

開
催
日

主
　
催

毎
年
12
月
16
日

圓
通
寺

熱
田
区
圓
通
寺

燃
え
さ
か
る
火
の
中
を

福
徳
を
祈
願
し
つ
つ
歩
き
渡
る
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SCHEDULE

9：00～ うそ鳥の販売開始（なくなり次第終了）［上］「うそ鳥」は大中小の３サイズ。
［下］所定の箱へ１年前に購入した「うそ鳥」を返納する。

１月１５日は朝から「うそ鳥」を買い求める参拝客で長蛇の列ができる。

学問の神様である菅原
道真を祭る上野天満宮。

桜天神の鷽。左の鷽の刻印「戊午」は大正7
（1918）年を指す。（名古屋市博物館所蔵） 愛くるしい表情の「うそ鳥」。１年の災いを嘘に替え吉兆を招くと言われている。

地
下
鉄
名
城
線

上野天満宮

自由ヶ丘駅

茶屋ヶ坂駅

砂田橋駅

215 

30

千種税務署

鍋屋上野
浄水場
鍋屋上野
浄水場

　「
う
そ
替
え
」と
は
、
１
年
に
一

度「
う
そ
鳥
」を
取
り
替
え
る
と
い

う
行
事
。
前
の
年
に
つ
い
て
し
ま
っ

た
嘘
や
犯
し
て
し
ま
っ
た
過
ち
、

は
か
ら
ず
も
味
わ
う
こ
と
と
な
っ

た
悲
し
み
や
苦
し
み
な
ど
を「
う

そ
鳥
」に
託
し
、「
ま
こ
と
」と
取
り

替
え
る
こ
と
で
新
た
に
迎
え
た
１

年
を
清
く
、
明
る
く
、
正
し
く
過

ご
す
た
め
に
行
わ
れ
る
。

　
こ
の
行
事
は
、
学
問
の
神
様
と

し
て
知
ら
れ
る
菅
原
道
真
を
祭
る

太
宰
府
天
満
宮
で
始
ま
り
、
全
国

各
地
の
天
神
へ
と
広
ま
っ
た
も
の
と

い
わ
れ
る
。
上
野
天
満
宮
は
、
陰

陽
学
者
の
安
倍
晴
明
に
よ
っ
て
創

建
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、
菅
原
道

真
を
祭
る
。
桜
天
神
、
山
田
天
満

宮
と
並
び
、
名
古
屋
の
三
大
天
神

と
呼
ば
れ
る
上
野
天
満
宮
で
も
太

宰
府
天
満
宮
の
流
れ
を
汲
み
、「
う

そ
替
え
」が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
太
宰
府
天
満
宮
で

「
う
そ
替
え
」が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
古
く
か
ら
の
言
い
伝

え
に
よ
る
と
い
う
。
祭
り
の
最
中

に
参
拝
客
が
蜂
に
襲
わ
れ
た
時
、

ど
こ
か
ら
か
ウ
ソ
と
い
う
鳥（
雀
科

の
美
麗
な
小
鳥
）が
飛
ん
で
き
て
蜂

を
退
治
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、

ご
利
益
を
も
た
ら
し
た
鷽
に
あ
や

か
っ
て「
う
そ
替
え
」の
神
事
が
始

ま
っ
た
そ
う
だ
。

　
太
宰
府
天
満
宮
で
毎
年
１
月
７

日
に
行
わ
れ
る「
う
そ
替
え
」の
神

事
は
、「
替
え
ま
し
ょ
、
替
え
ま

し
ょ
」の
掛
け
声
の
も
と
、
集
ま
っ

た
人
た
ち
が
持
参
し
た「
う
そ
鳥
」

を
別
の
人
と
交
換
す
る
と
い
う
。

こ
う
し
て
、
前
の
年
の「
う
そ
」を

「
ま
こ
と
」と
取
り
替
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
わ
け
だ
。

　
上
野
天
満
宮
の「
う
そ
替
え
」は

１
月
１５
日
の
左
義
長
祭
、同
２５
日
の

初
天
神
祭
に
合
わ
せ
て
開
催
。
参

拝
者
同
士
が「
う
そ
鳥
」を
交
換
す

る
こ
と
は
な
く
、
古
い「
う
そ
鳥
」

を
神
社
へ
納
め
、
新
し
い「
う
そ
鳥
」

を
購
入
す
る
こ
と
で「
う
そ
」を
取

り
か
え
る
。

　
用
意
さ
れ
る
木
彫
り
の「
う
そ

鳥
」は
大
中
小
の
３
種
類
。
く
り
っ

と
し
た
目
と
赤
い
く
ち
ば
し
が
特

徴
的
だ
。
毎
年
２
０
０
０
体
が
販

売
さ
れ
る
が
、
売
り
切
れ
て
し
ま

う
と
い
う
。
最
近
の
世
情
を
反
映

し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
販

売
。
守
り
神
と
し
て
購
入
す
る
人

が
年
々
増
え
て
い
る
そ
う
だ
。

　
宮
司
の
半
田
勲
さ
ん
に
よ
る

と
、
ま
ず
は
道
真
公
を
祭
る
神
殿

へ
お
参
り
を
済
ま
せ
て
か
ら「
う
そ

替
え
」を
す
る
の
が
正
し
い
作
法
。

持
ち
帰
っ
た「
う
そ
鳥
」は
神
棚
や

戸
棚
な
ど
に
飾
っ
て
お
く
と
ご
利

益
が
あ
る
と
い
う
。

　「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
の
影
響
で
苦
し
い
思
い
を
し
て
い

る
人
も
多
い
の
で
は
。
う
そ
鳥
は

そ
ん
な
悲
し
み
や
苦
し
み
を
乗
り

越
え
る
た
め
の
免
罪
符
の
よ
う
な

も
の
。
新
し
い
も
の
に
取
り
替
え
、

清
々
し
い
気
持
ち
で
１
年
を
過
ご

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
」

　
辛
い
思
い
を
う
そ
鳥
に
託
し
て

み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

参
拝
客
を
襲
っ
た
蜂
を
鷽
が

退
治
し
た
と
い
う
言
い
伝
え

太
宰
府
天
満
宮
で
始
ま
り

全
国
の
天
神
へ
と
波
及

愛
ら
し
い
表
情
で
家
を
守
る

木
彫
り
の
ご
神
体

う
そ

千
種
区
上
野
天
満
宮

悪
し
き
こ
と
は
嘘
と
な
り
、

吉
に
取
り
替
え
る
―

「
う
そ
替
え
」は
災
い
を
取
り
除
き

正
直
の
徳
を
守
る

天
神
信
仰
か
ら
生
ま
れ
た
行
事
だ
。

千
種
区
の
上
野
天
満
宮
は

「
う
そ
替
え
」が
行
わ
れ
る

名
古
屋
で
も
数
少
な
い
神
社
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

う
そ
替
え

か

開
催
日

主
　
催

毎
年
1
月
15
日
・
25
日

上
野
天
満
宮

悲
し
み
や
苦
し
み
を

う
そ
鳥
に
託
し

清
く
明
る
く
新
し
い
１
年
を
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祭り用に装飾された神殿。祭り気分を盛り上げる。

色鮮やかなカッチン玉

［上］カッチン玉販売専用
の露店も数店出ている。
［中］社務所ではカッチン
玉のほか、かっちん絵馬や
力餅も販売。
［下］境内にはさまざまな
露店が軒を並べる。

　
延
寿
・
成
婚
・
厄
除
・
安
産
の

神
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
イ
ザ
ナ

ギ
ノ
ミ
コ
ト
と
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト

を
祭
る
六
所
神
社
。
毎
年
２
月
２６

日
に
安
産
祈
願
の
祭
り
が
開
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
古
く
か

ら
の
言
い
伝
え
に
よ
る
と
い
う
。

　
そ
の
伝
に
よ
る
と
、
旅
の
貴
婦

人
が
六
所
神
社
の
森
へ
差
し
掛
か
っ

た
と
こ
ろ
、
急
に
産
気
づ
い
た
が
、

安
産
水
と
呼
ば
れ
る
井
戸
で
無
事

に
子
ど
も
を
産
ん
だ
の
が
２
月
２６

日
と
い
う
。
そ
の
話
を
聞
き
つ
け
、

多
く
の
妊
婦
が
安
産
祈
願
に
や
っ

て
来
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
時
代

の
初
期
に
は
カ
ッ
チ
ン
玉
が
販
売

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
カ
ッ
チ
ン
玉
と
い
う
名

称
は
、
と
て
も
固
い
こ
と
に
由
来

し
、一
説
に
よ
る
と
、
そ
の
形
は
へ

そ
の
緒
を
か
た
ど
っ
た
も
の
と
い

う
。

　
カ
ッ
チ
ン
玉
に
は
、
松
明
を
模

し
た
も
の
だ
と
い
う
も
う
ひ
と
つ

の
説
も
あ
る
。
そ
の
昔
、
六
所
神

社
の
周
辺
は
う
っ
そ
う
と
し
た
森

で
、
昼
間
で
も
暗
か
っ
た
そ
う
だ
。

し
か
も
、
ヘ
ビ
や
マ
ム
シ
が
出
る
た

め
、
滅
多
に
人
が
近
寄
れ
る
よ
う

な
場
所
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

森
へ
入
る
時
の
必
需
品
だ
っ
た
松
明

を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
作
っ
た
の
が

カ
ッ
チ
ン
玉
だ
と
い
う
訳
だ
。

　
カ
ッ
チ
ン
玉
を
考
案
し
た
の
は

六
所
神
社
の
近
く
に
工
場
を
構
え

て
い
た
矢
田
製
菓
と
い
わ
れ
て
い

る
。
毎
年
２
月
２６
日
の
祭
礼
で
、

安
産
祈
願
の
願
い
を
こ
め
て
販
売

し
た
と
こ
ろ
、
物
珍
し
さ
か
ら
か
、

瞬
く
間
に
人
気
が
出
て
、
祭
り
当

日
に
は
大
勢
の
人
が
買
い
求
め
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
最
盛
期
に
は
な
ん
と
境
内
に
出

る
１
０
０
軒
を
超
え
る
露
店
の
す

べ
て
が
カ
ッ
チ
ン
玉
を
売
っ
て
い
た

こ
と
も
。
カ
ッ
チ
ン
玉
は
、
そ
れ

だ
け
地
域
に
親
し
ま
れ
て
い
た
存

在
だ
っ
た
。「
カ
ッ
チ
ン
玉
は
こ
の

日
、
こ
の
場
所
で
し
か
買
え
な
い

貴
重
な
も
の
。
全
国
で
も
他
に
例

を
見
な
い
、
こ
の
地
域
の
大
切
な

文
化
で
す
」と
宮
司
の
吉
見
英
和
さ

ん
は
語
る
。

　
令
和
４
年
２
月
２６
日
、
コ
ロ
ナ

禍
で
規
模
は
縮
小
さ
れ
た
も
の
の

２
年
ぶ
り
に
カ
ッ
チ
ン
玉
祭
り
が

開
催
さ
れ
た
。
こ
の
日
を
待
ち
わ

び
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
境
内
は

朝
か
ら
ひ
っ
き
り
な
し
に
多
く
の

方
が
訪
れ
、
賑
わ
い
を
見
せ
た
。

　
中
で
も
目
立
っ
た
の
は
、
妊
婦

や
生
ま
れ
て
間
も
な
い
赤
ん
坊
を

連
れ
た
夫
婦
の
姿
。
子
ど
も
の
健

や
か
な
成
長
を
願
う
親
の
切
な
る

気
持
ち
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
変

わ
り
な
い
よ
う
だ
。

　「
カ
ッ
チ
ン
玉
の
ご
利
益
を
体
内

に
取
り
込
む
た
め
に
、
飾
る
の
で

は
な
く
、
ぜ
ひ
味
わ
っ
て
ほ
し
い
で

す
ね
」と
吉
見
さ
ん
。
ほ
ん
の
り
と

甘
く
、
優
し
い
味
わ
い
だ
。

最
盛
期
に
は

す
べ
て
の
露
店
が

カ
ッ
チ
ン
玉
を
販
売

い
つ
の
時
代
も
変
わ
り
な
い

子
を
思
う
親
の
気
持
ち

六
所
神
社
に
伝
わ
る

旅
の
貴
婦
人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

大曽根駅
名
古
屋
市
道

名
古
屋
環
状
線

バンテリン
ドーム
ナゴヤ愛知県立

旭丘高校

六所神社

15

中
央
本
線

地下鉄名城線
ナゴヤドーム前

矢田駅
ナゴヤドーム前

矢田駅

た
い
ま
つ

２
月
２６
日
に
し
か
手
に
入
ら
な
い

安
産
祈
願
の
色
鮮
や
か
な
飴

ピ
ン
ク
、白
、赤
、青
、黄
、緑…

カ
ッ
チ
ン
玉
と
呼
ば
れ
る

色
鮮
や
か
な
飴
は
、

安
産
や
子
ど
も
の
成
長
に

関
す
る
願
い
が
こ
め
ら
れ
る
。

全
国
的
に
見
て
も
珍
し
い

縁
起
物
だ
。

カ
ッ
チ
ン
玉
祭
り

毎
年
２
月
26
日

六
所
神
社

開
催
日

主
　
催

東
区
六
所
神
社

SCHEDULE

9：00～
17：00

開始

終了
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