
「名古屋城下町と
寺町の歴史」

第１８回「弘法さんを語る会」

寺町の歴史」寺町の歴史」寺町の歴史」寺町の歴史」寺町の歴史」寺町の歴史」寺町の歴史」
～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
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２８日（日）
会場 : 日泰寺内（覚王山）「鳳凰台（ほうおうたい）」

午前の部 10 時より
午後の部 13 時より

（受付 9:30 より）
（受付 12:3０より）
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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
い
よ

い
よ
秋
で
す
ね
。
だ
ん
だ
ん
寒
く

な
り
ま
す
。
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
。

　

熟
年
世
代
が
馴
染
ん
で
い
る
言

葉
の
中
に
は
、
若
い
世
代
が
使
わ

な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

最
近
の
夫
婦
は
お
互
い
を
パ
ー
ト

ナ
ー
と
呼
び
ま
す
。
夫
の
こ
と
を

「
う
ち
の
旦
那
」
と
か
「
う
ち
の
主

人
」
と
表
現
す
る
奥
さ
ん
は
少
な

く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

こ
の
「
旦
那
」
も
仏
教
用
語
で

す
。
「
檀
那
」
と
も
書
き
ま
す
。

　

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
（
梵
語
）
の

「
ダ
ー
ナ
」
が
語
源
。
「
ダ
ー
ナ
」
は

「
与
え
る
」「
贈
る
」「
布
施
を
す
る
」

を
意
味
し
ま
す
。
西
洋
に
伝
わ
っ

て
英
語
に
も
取
り
込
ま
れ
て
「
ド

ネ
ー
シ
ョ
ン
（
寄
付
）
」
「
ド
ナ
ー

（
寄
付
者
）
」
と
い
っ
た
単
語
に
転

化
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
英
語
が
日

本
語
化
し
て
「
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
」「
ド

ナ
ー
」
と
い
う
言
葉
は
日
常
会
話

で
も
使
い
ま
す
よ
ね
。

　

布
施
や
寄
進
を
し
て
く
れ
る
人

を
「
旦
那
（
檀
那
）
」
ま
た
は
「
檀

越
（
だ
ん
お
つ
、
だ
ん
え
つ
）
」
と

も
言
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
派
生
し

て
「
檀
家
」
と
い
う
言
葉
も
生
ま

れ
ま
し
た
。

　

中
世
以
降
、
お
寺
に
限
ら
ず
神

社
に
お
い
て
も
祈
祷
な
ど
の
依
頼

者
を
「
旦
那
」
と
称
す
る
よ
う
に

な
り
、
そ
の
言
葉
が
浸
透
し
て
、
や

が
て
奉
公
人
が
店
の
主
人
を
呼
ぶ

場
合
の
敬
称
や
、
奥
さ
ん
が
夫
を

呼
ぶ
場
合
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

仏
教
用
語
に
お
け
る
「
旦
那
」
は

見
返
り
を
求
め
ま
せ
ん
。
布
施
を

す
る
こ
と
自
体
が
仏
教
で
は
修
行

で
す
。
今
を
生
か
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
感
謝
し
つ
つ
、
お
金
に
対
す

る
「
欲
」
や
「
執
着
」
を
捨
て
る

こ
と
、
お
金
は
い
ろ
い
ろ
な
ご
縁

で
「
天
下
の
ま
わ
り
物
」
と
し
て

た
ま
た
ま
手
元
に
あ
る
だ
け
の
こ

と
。
そ
れ
を
体
得
す
る
た
め
に
布

施
を
し
ま
す
。

　

そ
の
結
果
、
宗
派
や
お
寺
の
維

持
、
僧
の
生
活
の
た
め
に
、
見
返

り
を
求
め
ず
に
布
施
し
て
く
れ
る

人
た
ち
を
「
旦
那
」
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
「
旦
那
」
が

や
が
て
夫
の
こ
と
を
指
す
よ
う
に

な
り
ま
し
た
が
、
「
旦
那
」
は
見
返

り
を
求
め
る
こ
と
な
く
妻
や
子
供

の
た
め
に
お
金
を
稼
い
で
き
て
面

倒
を
み
る
か
ら
こ
そ
「
旦
那
」
。

そ
れ
が
仏
教
的
な
語
源
に
忠
実
な

「
旦
那
」
で
す
。

　

そ
ん
な
話
を
あ
る
ご
住
職
と
し

て
い
た
と
こ
ろ
、
ご
住
職
曰
く
「
一

生
懸
命
尽
く
し
て
も
な
か
な
か
『
旦

那
さ
ま
』
と
は
呼
ん
で
も
ら
え
な

い
の
が
『
娑
婆
』
の
世
界
。
何
ご

と
も
修
行
、
修
行
」
と
笑
っ
て
お

ら
れ
ま
し
た
。
「
娑
婆
」
も
昨
年
ご

紹
介
し
ま
し
た
が
、
仏
教
用
語
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
男
性
の
こ
と
だ
け

を
「
旦
那
」
と
呼
ぶ
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
に
は
奉
公

者
が
女
主
人
や
奥
女
中
を
「
旦
那
」

と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

一
方
、
品
の
悪
い
こ
と
わ
ざ
に

「
金
が
あ
れ
ば
馬
鹿
も
旦
那
」
と
い

う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
時
代
劇
で

お
客
の
こ
と
を
「
旦
那
」
と
呼
ぶ

場
合
が
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
ね
。「
馬

鹿
」
も
仏
教
用
語
で
す
。
ち
ょ
っ
と

前
に
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
仏
教
用

語
だ
ら
け
で
す
。

　

「
欲
」
や
「
執
着
」
を
律
し
、「
苦
」

を
脱
し
て
「
覚
（
悟
）
り
」
を
開

く
の
が
「
旦
那
」
の
修
行
。
日
常

会
話
の
中
の
仏
教
用
語
の
意
味
を

知
る
こ
と
か
ら
、
生
き
る
う
え
で

の
様
々
な
「
知
恵
」
が
湧
い
て
き

ま
す
。「
知
恵
」
も
仏
教
用
語
で
す
。

　

そ
れ
で
は
ま
た
来
月
、
ご
き
げ

ん
よ
う
。

※




