
名
古
屋

な

ご

や

東
照
宮

と
う
し
ょ
う
ぐ
う 

東
照
宮

と
う
し
ょ
う
ぐ
う

祭 さ
い 

～ 

な
ご
や
ま
つ
り
の
ル
ー
ツ 

○
明
治

め
い

じ

か
ら
戦
前

せ
ん
ぜ
ん

に
か
け
て
、
名
古
屋
東
照 

宮
の
東
照
宮
祭
を
名
古
屋

な

ご

や

祭 ま
つ

り
と
呼
ん 

で
い
た
の
で
す
。 

○
東
照
宮
祭
は
、
徳
川

と
く
が
わ

家
康

い
え
や
す

公
こ
う

の
命
日

め
い
に
ち 

（
元
和

げ
ん
な

二
年
四
月
十
七
日）
が
祭
礼

さ
い
れ
い

日 び

で
す
。 

○
「
敬 け

い

公
こ
う

実
録

じ
つ
ろ
く

」
と
い
う
記
録

き

ろ

く

に
「
今
年

こ

と

し

四
月
（
一
六
一
八
年
元
和
四
年
二
月
）
、

御
三
回
忌

ご

さ

ん

か
い

き

御
法
事

ご

ほ

う

じ

執
行

し
っ
こ
う

、
こ
の
と
き
よ
り
御
祭
礼

ご

さ
い

れ
い

を
始 は

じ

め

候
そ
う
ろ
う

旨 む
ね

申 も
う

し

候
そ
う
ろ
う」

と
あ

り
、 

初
代

し
ょ
だ
い

尾
張

お

わ

り

徳
川
家

と

く
が
わ

け

の
徳
川
義
直
公（
敬
公）
が
、
父
家
康
公（
東
照

と
う
し
ょ
う

大
権
現

だ
い
ご
ん
げ
ん）

の
三
回

忌
法
事
の
時
か
ら
お
祭
り
を
始 は

じ

め
る
よ
う
に
。
と
言っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
尾
張
徳
川
家
公
認

こ
う
に
ん

の
お
祭
り
を
始
め
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

翌
年

よ
く
ね
ん（

一
六
一
九
年
元
和
五）
名
古
屋
城
三
之
丸

さ
ん
の
ま
る

に
尾
張
徳
川
家
の
東
照
宮
が
完
成

か
ん
せ
い

し
ま
し
た
。 

 

〇
新
修

し
ん
し
ゅ
う

名
古
屋
市
史

な

ご

や

し

し

第
三
巻

だ
い
さ
ん
か
ん

で
は
、
「
名
古
屋
東
照
宮
の
祭
礼
は
、
近
世

き
ん
せ
い

名
古
屋

城
下
町
に
お
け
る
最
大
の
行
事
で
あっ
た
。
そ
の
た
め
町
民

ち
ょ
う
み
ん

だ
け
で
は
な
く
、
武
士

ぶ

し

、

殿
様

と
の
さ
ま

ま
で
が
祭
り
見
物

け
ん
ぶ
つ

を
楽 た

の

し
み
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。」
と
紹
介

し
ょ
う
か
い

し
て
い
ま
す
。 

〇
お
祭
り
の
日
は
町
民

ち
ょ
う
み
ん

も
町
内

ち
ょ
う
な
い

か
ら
出 だ

す
練
り
物

ね

り

も

の

に
従

し
た
が

い
御
城

お

し

ろ

の
中 な

か
へ
入 は

い

る
こ
と

が
許 ゆ

る

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
お
祭
り
行
列

ぎ
ょ
う
れ
つ

が
通
過

つ

う

か

す
る
本
町

ほ
ん
ま
ち

通 ど
お

り
に
は
、

見
物
用

け
ん
ぶ
つ
よ
う

の
竹
矢
来

た

け
や

ら
い

と
い
う
囲 か

こ

い
が
設 も

う

け
ら
れ
、
通 と

お

り
沿 ぞ

い
に
は
、
見
物
席

け
ん
ぶ
つ
せ
き

を
設 も

け

弁
当

べ
ん
と
う

を
出
す
な
ど
し
て
お
客
を
も
て
な
す
商
店

し
ょ
う
て
ん

や
町
屋

ま

ち

や

が
あっ
た
り
、
茶
店

ち
ゃ
み
せ

を
出
す



な
ど
の
商
売

し
ょ
う
ば
い

も
行

お
こ
な

わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。 

〇
お
祭
り
行
列
に
は
、
武
士

ぶ

し

、
神
官

し
ん
か
ん

、
僧
侶

そ
う
り
ょ

、

町
民

ち
ょ
う
み
ん

な
ど
名
古
屋
城
下
の
い
ろ
い
ろ
な
人
々
が

参
加
し
て
い
ま
し
た
。
行
列
は
、
三
基

さ

ん

き

の
お
神
輿

み

こ

し

を
中
心

ち
ゅ
う
し
ん

に
警
固

け
い

ご

の
人
（
コ
ス
プ
レ
ー
ヤ
ー
）
、
山
車

だ

し

な

ど
が
三
之
丸

さ

ん
の

ま
る

か
ら
御
旅
所

お

た
び

し
ょ

ま
で
の
パ
レ
ー
ド
を

行っ
て
い
ま
し
た
。
お
祭
り
に
山
車

だ

し

が
登
場

と
う
じ
ょ
う

し
た

の
は
、
東
照
宮
が
建 た

て
ら
れ
た
一
六
一
九
年（
元
和

五）
、
名
物

め
い
ぶ
つ

山
車

だ

し

（
橋 は

し

弁
慶

べ
ん
け
い

車
く
る
ま）

が
登
場

と
う
じ
ょ
う

し
、
そ

の
後
山
車
は
九
輌

り
ょ
う

に
な
り
、
す
べ
て
か
ら
く
り

人
形

に
ん
ぎ
ょ
う

が
載

の
せ

せ
ら
れ
、
お
祭
り
の
目
玉

め

だ

ま

と
な
り
ま

し
た
。 

◎
元
治

げ

ん

じ

二
年
（
一
八
六
五）
の
家
康
公
没 ぼ

っ

弐
百
五
拾
年

に
ひ
ゃ
く
ご
じ
ゅ
う
ね
ん

祭 さ
い

で
は
総
勢

そ
う
ぜ
い

六
千
八
百
人
を
超 こ

え

る
壮
大

そ
う
だ
い

な
規
模

き

ぼ

で
全
国
一

ぜ
ん
こ
く
い
ち

の
祭
礼

さ
い
れ
い

と
も
い
わ
れ
ま
し
た
。 

尾
張

お

わ

り

徳
川
家

と

く
が
わ

け

の
支 さ

さ

え
で
続

つ
づ

い
て
い
た
お
祭
り
は
、
明
治
と
なっ
て
も
、
城

じ
ょ
う

下
町

か

ま

ち

の
人
々

に
よっ
て
祭
り
は
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
頃
の
東
照
宮
祭
を
「
名
古
屋

な

ご

や

祭
ま
つ
り」

と
よ
ん

で
い
ま
し
た
。 

し
か
し
、
昭
和

し
ょ
う
わ

の
戦
災

せ
ん
さ
い

に
よっ
て
祭
り
は
途
絶

と

だ

え
て
し
ま
い
ま
す
。
東
照
宮
は
国
宝

こ
く
ほ
う

で

も
あ
っ
た
本 ほ

ん

殿 で
ん

を
始 は

じ

め
全 す

べ

て
の
建
物

た
て
も
の

が
焼
失

し
ょ
う
し
つ

、
お
祭
り
行
列

ぎ
ょ
う
れ
つ（

パ
レ
ー
ド
）
を
盛 も

り
上 あ

げ
る
お
神
輿

み

こ

し

も
山
車

だ

し

（
九

輌

き
ゅ
う
り
ょ
う）

も
碁
盤

ご

ば

ん

割 わ
り

の
ま
ち
と
共 と

も

に
全 す

べ

て
焼
失

し
ょ
う
し
つ

し
て
し
ま
い
、

お
祭
り
行
列

ぎ
ょ
う
れ
つ

を
行

お
こ
な

う
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。 

一
九
五
四
年
十
月（
昭
和
二
十
九）
、
名
古
屋
市
と
商

し
ょ
う

工
業

こ
う
ぎ
ょ
う

の
関
係
者

か
ん
け
い
し
ゃ

に
よ
る「
名
古
屋

商
工

し
ょ
う
こ
う

祭 さ
い」

が
行
わ
れ
ま
す
。
祭
り
に
合 あ

わ
せ
て「
文
化

ぶ

ん

か

財 ざ
い

指
定

し

て
い

の
山
車

だ

し

祭
ま
つ
り」

と
し
て
市
内

し

な
い

に
残

の
こ

っ
て
い
た
八
輌

は
ち
り
ょ
う

の
山
車
が
参
加

さ

ん

か

、
華 は

な

や
か
な
お
祭
り
行
列

ぎ
ょ
う
れ
つ

が
復
活

ふ
っ
か
つ

し
ま
し
た
。

翌
年

よ
く
ね
ん

（
一
九
五
五
年
）
か
ら
は
、
商
工

し
ょ
う
こ
う

祭 さ
い

と
芸
術

げ
い
じ
ゅ
つ

祭 さ
い

、
教
育

き
ょ
う
い
く

祭 さ
い

と
合
わ
せ
名
称

め
い
し
ょ
う

も
「
名

古
屋
ま
つ
り」
と
な
り
、
今

い
ま

に
至

い
た

り
ま
す
。 



今
い
ま

の「
名
古
屋
ま
つ
り
」
は
昔

む
か
し

の「
名
古
屋
祭
り
（
東
照
宮
祭）
」
か
ら
名
前

な

ま

え

を
引 ひ

き
継 つ

い
で
い
る
よ
う
で
す
。 

 

祭
神

さ
い
し
ん

：
徳
川

と
く
が
わ

家
康

い
え
や
す

公
こ
う 

一
六
一
九
年
（
元
和

げ

ん

な

五
）
九
月
一
七
日
に
名
古
屋

な

ご

や

城
郭
内

じ
ょ
う
か
く
な
い

三
之
丸

さ
ん
の

ま
る

（
今
の

名
古
屋

な

ご

や

城
じ
ょ
う

正
門

せ
い
も
ん

南
み
な
み

辺 あ
た

り
）
に
創
建

そ
う
け
ん

さ
れ
ま
し
た
。 

一
八
七
五
年
（
明
治
八
）
名
古
屋
鎮
台

ち

ん

だ
い

（
旧
日
本

き
ゅ
う
に
っ
ぽ
ん

陸
軍

り
く
ぐ
ん

）
が
お
か
れ
現
在

げ
ん
ざ
い

の

場
所

ば

し
ょ

へ
引 ひ

っ
越 こ

し

し
と
な
り
ま
し
た
。 

一
九
三
五
年
（
昭
和
一
〇
）
五
月
一
三
日
に
は
、
義 よ

し

直 な
お

以
来

い

ら
い

の
本 ほ

ん

殿 で
ん

を
は
じ

め
主
要

し
ゅ
よ
う

建
造
物

け
ん
ぞ
う
ぶ
つ

が
国
宝

こ
く
ほ
う（

旧
き
ゅ
う

国
宝

こ
く
ほ
う

保
存
法

ほ
ぞ
ん
ほ

う
）
に
指
定

し

て
い

さ
れ
る
。 

一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
）
戦
災

せ
ん
さ
い

に
よっ
て
本 ほ

ん

殿 で
ん

な
ど
全
焼

ぜ
ん
し
ょ
う 

一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
）
建
中
寺

け
ん
ち
ゅ
う
じ

よ
り
義 よ

し

直 な
お

の
正
室

せ
い
し
つ

高
原
院

こ
う
げ
ん
い
ん

の

御
霊
屋

お

た

ま

や

を
移
築

い

ち

く

し
て
本 ほ

ん

殿 で
ん

と
し
ま
し
た
。
本 ほ

ん

殿 で
ん

は
、
愛
知
県

あ
い

ち

け
ん

指
定

し

て
い

有
形

ゆ
う
け
い

文
化

ぶ

ん

か

財 ざ
い

・
名
古
屋
市

な

ご

や

し

都
市

と

し

景
観

け
い
か
ん

重
要

じ
ゅ
う
よ
う

建
築
物

け
ん
ち
く
ぶ
つ

に
指
定

し

て
い

さ
れ

て
い
ま
す
。 

  

 


