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熱
田
神
宮
の
お

社
や
し
ろ

と
言
え
ば
、
今
は
誰
で
も
伊
勢

い

せ

神
宮

じ
ん
ぐ
う

式し
き

の
建
物

を
思
い
浮
か
べ
ま
す
。
で
も
、
昔
は
全
く
違
っ
て
い
た
の
で
す
。 

『
尾
張

お
わ
り

名
所

め
い
し
ょ

図
会

ず

え

』
に
描
か
れ
た
熱
田

あ
つ
た
の

大
宮

お
お
み
や

は
、
屋
根
に
鰹
木

か
つ
お
ぎ

が＊ 

ひ

と
つ
も
な
く
、
屋
根
の
端
の
千
木

ち

ぎ

も＊ 

出
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
お
参

り
を
す
る
場
所
の
手
前
に
拝
殿

は
い
で
ん

と＊ 

い
う
見
慣
れ
な
い
建
物
が
あ
り
ま
す
。 

頼よ
り

朝と
も

、
西

行

さ
い
ぎ
ょ
う

法ほ
う

師し

、
信
長

の
ぶ
な
が

や
芭
蕉

ば
し
ょ
う

の
見
た
江
戸
時
代
ま
で
の
熱
田

さ
ん
は
、「
尾お

張わ
り

造
づ
く
り

」
と
言
っ
て
、
本ほ

ん

殿で
ん

（
土ど

用よ
う

殿で
ん

・＊ 

正

殿

し
ょ
う
で
ん

）
と
祭
文

さ
い
も
ん

殿で
ん

を＊ 

渡わ
た

殿ど
の

が＊ 

つ
な
ぎ
、
そ
の
前
に
拝
殿

は
い
で
ん

が
あ
り
、
ま
ん
中
の
祭
文
殿
か

ら
左さ

右ゆ
う

対た
い

称
し
ょ
う

に
伸の

び
た
回
廊

か
い
ろ
う

が
、
本
殿
を
四
角
く
取
り
囲
む
配は

い

置ち

で

し
た
。
本ほ

ん

殿で
ん

は
、
丹
塗

に

ぬ

り
白
壁

し
ら
か
べ

で
、
流

造

な
が
れ
づ
く
り

と
い
う
切
妻

き
り
づ
ま

屋
根

や

ね

の
前
側

ま
え
が
わ

が
後

側

う
し
ろ
が
わ

よ
り
も
長
い
造つ

く

り
を
基
本
に
し
て
い
ま
し
た
。 

こ
れ
に
対
し
、
今
の
お

社
や
し
ろ

は
「
神

明

造

し
ん
め
い
づ
く
り

」＊ 

。
伊
勢
神
宮
の
社
殿

し
ゃ
で
ん

と

同
じ
様
式
で
す
。
何
故
こ
ん
な
に
違
う
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
い
つ
か

ら
変
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

こ
れ
は
、
明
治
と
い
う
時
代
が
深
く
関
係
し
て
い
ま
し
た
。 

 

大た
い

政せ
い

奉ほ
う

還か
ん

後＊ 

の
明
治
元
年(

一
八
六
八
年)

、
神
宮
号

じ
ん
ぐ
う
ご
う

を
宣せ

ん

下げ

さ
れ

た
熱
田

あ
つ
た

神
社

じ
ん
じ
ゃ

は
、
熱
田

あ
つ
た

神
宮

じ
ん
ぐ
う

と
名な

を
改
め
、
同
四
年
に
は
官
幣
大
社
に

列
せ
ら
れ
ま
す
。
明
治
政
府
が
神
社

じ
ん
じ
ゃ

神
道

し
ん
と
う

を
背
景
に
天
皇
中
心
の
政せ

い

治じ

熱
田
今
昔 

尾
張
造

お
わ
り
づ
く
り

だ
っ
た
熱
田
さ
ん(

熱
田
神
宮) 

 

熱

熱
田
図
書
館 
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体た
い

制せ
い

を
確
立

か
く
り
つ

し
て
い
く
中
、
明
治
一
〇
年(

一
八
七
七
年)

に
角つ

の

田だ

忠た
だ

行ゆ
き

大だ
い

宮ぐ
う

司じ

が＊ 

就
し
ゅ
う

任に
ん

し
ま
す
。
角
田
は
、
国
の
根
幹

こ
ん
か
ん

と
な
る
皇
位

こ
う
い

継

承

け
い
し
ょ
う

を

正
統

せ
い
と
う

な
ら
し
め
る
三
種

さ
ん
し
ゅ

の
神じ

ん

器ぎ

の
一
つ
、
草
薙

く
さ
な
ぎ

神

剣

の
み
つ
る
ぎ

を
祀ま

つ

る
熱
田
神

宮
は
、
伊
勢
神
宮
と
同
格

ど
う
か
く

で
あ
る
べ
き
だ
と
主

張

し
ゅ
ち
ょ
う

し
、
明
治
二
二
年

(

一
八
八
九
年)

建
白
書
を
提
出
し
て
政
府
と
交
渉
し
ま
し
た
。
結

局

け
っ
き
ょ
く

、

こ
れ
は
伊
勢
神
宮
の
猛
反
対
で
実
現
せ
ず
、
伊
勢
神
宮
に
次
ぐ
社し

ゃ

格か
く

と

な
り
ま
し
た
が
、
角
田
は
明
治
二
四
年(

一
八
九
一
年)

、
社
殿
を
伊
勢

い

せ

神
宮
風

じ
ん
ぐ
う
ふ
う

に
造つ

く

り
換か

え
る
了
解
を
、
政
府
か
ら
取と

り

付つ

け
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
明
治
二
二
年
の
伊
勢
神
宮
式
年

し
き
ね
ん

遷
宮

せ
ん
ぐ
う

で
払
い
下
げ
ら
れ
た

木
材
を
利
用
し
、
政
府
に
改
築
費
用
を
拠
出
さ
せ
、
明
治
二
六
年(

一
八

九
三
年)

四
月
二
六
日
、
熱
田
神
宮
で
も
遷
宮

せ
ん
ぐ
う

を
実
現
し
た
の
で
す
。
そ

れ
は
、
従
来
の
尾
張
造
の
社
殿
の
西
側
に
、
全
く
新
し
い
伊
勢
神
宮
様

式
の
社
殿
を
建
て
て
、
ご
神
体
を
遷
す
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
、

新
し
い
本
殿
の
屋
根
に
は
、
伊
勢
神
宮
と
同
じ
一
〇
個
の
丸
い
鰹
木

か
つ
お
ぎ

が

輝
か
が
や

い
て
い
ま
し
た
。 

 

今
、
熱
田
神
宮
本
殿
は
、
当
時
、
角
田
が
建
て
た
場
所
に
あ
り
ま
す
。

本
殿
南
側
は
、
信
長

の
ぶ
な
が

塀へ
い

が
取
り
払
わ
れ
、
新
し
い
参
道
が
通
っ
て
い
ま

す
。
旧
本
殿
の
位
置
に
は
、
現
在
、
神か

ぐ

楽ら

殿で
ん

が
建
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

南
の
、
信
長
塀
の
切
れ
た
場
所
が
、
戦
災
で
焼
失
し
た
か
つ
て
の
国
宝

こ
く
ほ
う
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海
蔵
門

か
い
ぞ
う
も
ん

の＊ 

あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
南
に
真
っ
直
ぐ
延
び
る

旧
参
道
は
、
文
化
殿
の
玄
関
を
か
す
め
て
、
由
緒
あ
る
境
内

け
い
だ
い

摂
社

せ
っ
し
ゃ

や

末
社

ま
っ
し
ゃ

を
左
右
に
見
な
が
ら

み

な

が

ら

清
雪
門
の
前

 

せ
い
せ
つ
も
ん
＊ 

ま
え

を
通
り
、
南
駐
車
場
に
達
し

て
い
ま
す
。
明
治
の
遷
宮
以
前
に
草

薙

く
さ
な
ぎ
の

神
剣

み
つ
る
ぎ

が

*
 

納
め
ら
れ
て
い
た
土ど

用よ
う

殿で
ん

は
、
戦
災
で
焼
失
後
、
神
楽

か
ぐ
ら

殿で
ん

北
東

ほ
く
と
う

の
復
元

ふ
く
げ
ん

さ
れ
て
、
往お

う

時じ

を

伝
え
て
い
ま
す
。 

 

百

年

ひ
ゃ
く
ね
ん

以
上
の
時
を
経へ

た
今
、
尾
張
造
だ
っ
た
熱
田
神
宮
の
姿
は
忘
れ

ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
尾
張
造
は
、
尾
張
各
地
で
身み

近ぢ
か

に
見
ら
れ
た
神

社
配
置
の
様
式
で
、
今
で
も
津
島
神
社
や
真ま

清す
み

田だ

神
社
等
が
そ
れ
を
伝

え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
地
元
の
上か

み

知ち

我か

麻ま

神
社
、
高

座

結

た
か
く
ら
む
す
び

御
子

み

こ

神

社
、
氷ひ

上か
み

姉あ
ね

御ご

神
社
等
は
現
在
、
拝
殿

は
い
で
ん

が
取
り
壊
さ
れ
、
か
つ
て
の
正
統

せ
い
と
う

な
尾
張
造
の
社
殿

し
ゃ
で
ん

配
置

は
い
ち

は
失
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 【*

注
】 

鰹
木
…
神
社
の
屋
根
の
棟
木
に
直
角
に
載
せ
ら
れ
た
丸
太
状
の
飾
り
。
一
般
に
個
数
が
多
い
ほ
ど
で
格
が
上
。 

千
木
…
神
社
の
切
妻
屋
根
の
端
に
斜
め
に
二
本
突
き
出
た
棒
。
伊
勢
で
は
先
端
の
切
断
方
向
で
男
女
神
を
区
別
。 

拝
殿
…
神
職
が
祭
祀
、
拝
礼
す
る
建
物
。
屋
根
付
き
壁
な
し
板
張
り
が
多
い
。
一
般
参
拝
は
こ
の
手
前
で
行
う
。 

祭
文
殿
…
祭
文
＝
祝
詞
を
読
む
場
所
。 

渡
殿
…
本
殿
と
祭
文
殿
を
つ
な
ぐ
建
物 

 
 

土
用
殿
…
明
治
遷
宮
ま
で
正
殿
と
軒
を
並
べ
て
い
た
熱
田
神
宮
特
有
の
建
物
で
、
草
薙
神
剣
を
祀
っ
て
い
た
。 

神
明
造
…
伊
勢
神
宮
様
式
の
神
社
建
築
。
但
し
、
伊
勢
は
他
に
全
く
同
じ
造
り
を
許
さ
な
い
「
唯
一
神
明
造
」 

と
さ
れ
、
熱
田
神
宮
は
遷
宮
の
際
、
細
か
く
注
文
を
つ
け
ら
れ
た
。 

大
政
奉
還
…
徳
川
幕
府
か
ら
天
皇
へ
の
政
治
の
実
権
の
返
還
。 

大
宮
司
…
当
時
の
神
宮
の
ト
ッ
プ
。
今
は
制
度
が
か
わ
り
宮
司
が
ト
ッ
プ
。
な
お
、
熱
田
は
古
く
は
尾
張
氏
、 

平
安
末
期
か
ら
は
藤
原
氏(

後
に
千
秋
氏)

が
大
宮
司
を
世
襲
。
角
田
が
初
の
外
か
ら
の
登
用
だ
っ
た
。 

海
蔵
門
…
信
長
塀
よ
り
も
北
の
宮
域
を
隔
て
た
南
門
。
こ
の
南
に
下
馬
橋(

二
十
五
丁
橋)

が
あ
っ
た
。 

清
雪
門
…
四
門
中
唯
一
戦
災
を
免
れ
た
旧
北
門
。
本
殿
北
に
あ
っ
た
が
、
天
智
天
皇
七(

六
六
八)

年
、
新
羅
の 

僧
道
行
が
草
薙
神
剣
を
こ
の
門
か
ら
盗
み
出
し
た
の
を
不
吉
と
し
て
移
設
。
開
か
ず
の
門
と
し
た
。 

草
薙
神
剣
…
熱
田
神
宮
ご
神
体
。
素
戔
嗚
尊
が
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
の
尻
尾
か
ら
取
出
し
。
日
本
武
尊
が
東
征 

の
際
に
焼
津
で
草
を
薙
ぎ
、
大
高
火
上(

氷
上)

の
宮
簀
媛
に
預
け
て
伊
吹
山
に
向
か
っ
た
。
こ
れ
を
宮
簀
媛 

が
熱
田
に
祀
っ
た
の
が
熱
田
神
宮
の
起
源
で
、
景
行
天
皇
四
三(

一
一
三
年)

の
こ
と
と
す
る
。 
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明治 26年 4 月熱田神宮改築 

及明治以前建築物位置推定図 
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2018 年                       明治初期（昭和 10 年遷座祭絵葉書より） 

 
『尾張名所図会』前篇 3 熱田大宮其二より 


