
「名古屋城下町と寺町の歴史」

第１８回「弘法さんを語る会」

～かわら版執筆者・大塚耕平が
お話させていただきます～

お申込制
参加無料

お申込み先
【事務局】あさい 052-757-1955
大塚耕平事務所　名古屋市千種区覚王山通 9-19　覚王山プラザ２F

11 月開催予定

（予告です）

コロナの状況などを踏まえて、日時を決定します。予約制です。

事前のご案内ご希望の方は事務所にご連絡ください。
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※ 次回の「弘法さん」縁日は１０月２６日 (火 ) です。

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
い
よ

い
よ
秋
で
す
ね
。
ま
だ
９
月
で
す

が
朝
晩
は
肌
寒
く
な
り
ま
し
た
。

く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

　

か
わ
ら
版
で
は
日
常
会
話
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
仏
教
用
語
を
ご

紹
介
し
て
い
ま
す
。
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
使
っ
て
い
る
仏
教
用

語
。
そ
れ
だ
け
日
本
人
の
生
活
に

溶
け
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

オ
リ
パ
ラ
が
終
わ
り
ま
し
た
。

悲
願
の
勝
利
の
種
目
も
あ
り
ま
し

た
。
「
悲
願
」
も
「
勝
利
」
も
仏
教

用
語
。
以
前
に
と
り
あ
げ
ま
し
た
。

負
け
る
と
悔
し
く
て
「
ち
く
し
ょ

う
」
と
口
走
る
こ
と
が
あ
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
「
ち
く
し
ょ

う
」
も
仏
教
用
語
で
す
。
「
畜
生
」

と
書
き
ま
す
。

　

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
（
梵
語
）

の
「
テ
ィ
リ
ヤ
ン
チ
ュ
」
が
語
源

で
す
。
仏
教
に
お
い
て
は
人
間
以

外
の
全
て
の
動
物
の
こ
と
を
指
し

ま
す
。
そ
し
て
、
人
間
を
含
む
生

き
物
の
状
態
を
六
道
（
地
獄
・
餓
鬼
・

畜
生
・
修
羅
・
人
・
天
）
に
分
け
、

「
畜
生
道
」
は
人
間
が
悪
業
の
報
い

と
し
て
死
後
に
生
ま
れ
変
わ
る
世

界
と
し
て
い
ま
す
。

　

腹
を
立
て
た
時
に
口
走
る
「
こ

ん
ち
く
し
ょ
う
」
の
「
ち
く
し
ょ
う
」

は
「
畜
生
」
で
す
。「
こ
の
ち
く
し
ょ

う
」
が
「
こ
ん
ち
く
し
ょ
う
」
に

転
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

平
安
時
代
の
源
信
は
「
往
生
要

集
」
の
中
で
「
畜
生
は
強
弱
た
が

い
に
危
害
を
加
え
、
相
手
を
飲
み

こ
ん
だ
り
、
食
い
殺
し
た
り
し
て
、

し
ば
ら
く
で
も
安
ら
か
で
あ
っ
た

た
め
し
が
な
い
。
昼
も
夜
も
つ
ね

に
恐
怖
心
を
い
だ
い
て
い
る
」
と

書
い
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
畜
生
の
殺
生
は
「
生
き

る
た
め
」
。
言
わ
ば
食
物
連
鎖
。
一

方
、
人
間
は
「
生
き
る
た
め
」
に

必
要
な
以
上
に
他
の
生
物
を
殺
し

た
り
、
「
生
き
る
た
め
」
と
は
関
係

な
く
他
の
生
物
を
殺
し
た
り
（
ハ

ン
ド
バ
ッ
ク
に
す
る
と
か
）、
絶
滅

さ
せ
た
り
し
ま
す
。
さ
ら
に
同
種

同
士
で
殺
し
合
う
の
は
地
球
上
の

生
物
の
中
で
人
間
だ
け
で
す
。
お

釈
迦
様
は
畜
生
よ
り
人
間
の
方
が

心
配
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ

う
。

　

涅
槃
経
に
「
慚
（
ざ
ん
）
は
人

に
恥
ず
、
愧
（
き
）
は
天
に
恥
ず
、

こ
れ
を
慚
愧
（
ざ
ん
き
）
と
名
づ

く
、
無
慚
愧
は
名
づ
け
て
人
と
せ

ず
、
名
づ
け
て
畜
生
と
す
」
と
い

う
お
釈
迦
様
の
言
葉
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
人
道
に
反
す
る
非
道
（
ひ

ど
）
い
言
動
は
「
慚
愧
に
堪
え
な

い
」
で
す
が
「
慚
愧
」
も
仏
教
用

語
で
す
。
「
欲
」
や
「
執
着
」
の
た

め
に
人
間
は
時
と
し
て
「
畜
生
」

以
上
に
「
慚
愧
に
堪
え
な
い
」
言

動
に
走
り
ま
す
。
そ
う
い
う
人
間

に
な
ら
な
い
よ
う
に
自
ら
の
「
仏

性
」
を
開
く
努
力
が
必
要
で
す
。

　

涅
槃
経
獅
子
吼
菩
薩
品
と
い
う

お
経
に
は
「
一
切
の
衆
生
は
悉
く

仏
性
を
有
す
」
と
記
し
て
あ
り
ま

す
。
「
衆
生
（
し
ゅ
じ
ょ
う
）
」
は

人
間
の
こ
と
。
仏
に
な
れ
る
の
は

有
情
の
「
衆
生
」
の
み
で
あ
り
、
非

情
の
「
畜
生
」
は
除
外
さ
れ
る
と

記
し
て
い
ま
す
が
、
だ
か
ら
人
間

が
優
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
畜

生
以
上
に
厄
介
な
存
在
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
仏
性
を
開
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
言
え
ま
す
。

　

ち
な
み
に
「
大
衆
」
も
仏
教
用

語
。
「
だ
い
し
ゅ
」
と
読
み
ま
す
。

日
常
会
話
で
は
人
々
の
こ
と
を
指

し
ま
す
が
、
仏
教
用
語
的
に
は
僧

あ
る
い
は
修
行
中
の
菩
薩
の
こ
と

で
す
。
仏
教
用
語
に
お
け
る
人
々

は
「
衆
生
」
で
す
。

　

生
き
る
こ
と
は
す
べ
か
ら
く
修

業
で
あ
り
、
仏
性
を
開
こ
う
と
努

力
す
る
者
は
み
な
菩
薩
で
す
。
し

た
が
っ
て
、
人
々
は
菩
薩
す
な
わ

ち
「
大
衆
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ

う
い
う
意
味
か
ら
菩
薩
を
表
す
「
大

衆
（
だ
い
し
ゅ
）
」
が
人
々
を
表
す

「
大
衆
（
た
い
し
ゅ
う
）
」
に
転
化

し
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
ま
た
来
月
。
ご
き
げ

ん
よ
う
。

※


