
かわら版担当：あさい
TEL  052 757 1955
かわら版担当：
TEL  052大塚耕平事務所

尾張国史を旅する
－近世の名古屋史－

歴史講座のご案内
中日文化センター

第１回 ７月１６日（日）13:30-15:00
　名古屋開府と金鯱城と碁盤割り
第２回 ８月２０日（日）13:30-15:00
　歴代尾張藩主と幕末史
第３回 ９月１７日（日）13:30-15:00
　高須四兄弟と青松葉事件

※　詳細は鳴海中日文化センターまでお問合せください。
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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
明
日

は
立
秋
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
暑
い

日
が
続
き
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
。

　

夏
は
海
に
出
か
け
て
釣
り
を
す

る
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
釣
ろ

う
と
思
っ
て
い
た
の
と
違
う
種
類

の
魚
が
釣
れ
る
と
「
外
道
（
げ
ど

う
）
が
釣
れ
た
」
と
言
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
何
だ
か
魚
が
か
わ
い

そ
う
で
す
ね
。
こ
の
「
外
道
」
も

実
は
仏
教
用
語
で
す
。

　

「
外
道
」
と
は
仏
教
用
語
で
覚

り
を
得
る
「
内
道
（
な
い
ど
う
）
」

に
対
す
る
言
葉
で
す
。
経
典
に
よ
っ

て
は
「
異
道
」
「
邪
道
」
と
記
し

て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
わ
か

り
や
す
く
言
う
と
、
要
す
る
に
「
内

道
」
は
仏
教
の
こ
と
を
指
し
て
い

ま
す
。

　

仏
教
で
は
、
全
て
の
結
果
に
は

必
ず
原
因
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
原
因
だ
け
が
結
果

を
生
ん
だ
の
で
は
な
く
、
他
の
要

因
も
影
響
し
て
結
果
が
起
き
る
と

考
え
ま
す
。

　

他
の
要
因
と
は
、
心
が
け
、
環

境
、
偶
然
な
ど
様
々
で
す
。
そ
れ

も
何
か
の
縁
と
考
え
ま
す
。
こ
の

「
因
果
因
縁
」
の
捉
え
方
は
仏
教

の
本
質
で
す
。
普
遍
的
に
成
り
立

つ
真
理
で
す
か
ら
「
因
果
因
縁
」

の
道
理
に
反
す
る
教
え
は
「
外
道
」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

お
釈
迦
様
が
生
き
た
時
代
の
イ

ン
ド
に
は
、
仏
教
が
「
六
師
外
道

（
ろ
く
し
げ
ど
う
）
」
と
呼
ん
だ
六

人
の
仏
教
以
外
の
思
想
家
が
い
ま

し
た
。
そ
の
六
人
は
「
因
果
因
縁
」

の
道
理
に
反
す
る
こ
と
を
教
え
て

い
ま
し
た
。

　

六
人
の
思
想
家
に
は
そ
れ
ぞ
れ

十
五
人
の
弟
子
が
い
ま
し
た
の
で
、

師
匠
も
加
え
て
各
派
十
六
人
。
つ

ま
り
六
×
十
六
＝
九
十
六
種
類
の

「
外
道
」
が
あ
り
、
そ
の
中
で
一
人

だ
け
仏
教
の
「
因
果
因
縁
」
の
道

理
に
似
た
こ
と
を
教
え
て
い
た
の

で
、
九
十
六
か
ら
一
を
引
い
て
「
九

十
五
種
の
外
道
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。

　

涅
槃
経
に
は
「
一
切
外
学
の
九

十
五
種
は
み
な
悪
道
に
お
も
む
く
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
悪
道
」
と

は
苦
し
い
世
界
の
こ
と
で
す
。「
因

果
因
縁
」
の
道
理
に
反
し
た
教
え

を
信
じ
て
い
る
と
、
苦
し
い
世
界

に
陥
る
こ
と
を
諭
し
て
い
ま
す
。

　

「
因
果
因
縁
」
の
道
理
に
反
し
た

教
え
、
つ
ま
り
「
外
道
」
は
「
異

学
（
い
が
く
）
」「
異
見
（
い
け
ん
）
」

「
外
教
（
げ
き
ょ
う
）
」「
外
法
（
げ

ほ
う
）
」
な
ど
と
も
言
わ
れ
る
一
方
、

仏
教
は
自
ら
を
「
内
道
（
な
い
ど

う
）
」
「
内
教
」
「
内
法
」
な
ど
と
称

し
ま
し
た
。

　

や
が
て
「
外
道
」
と
い
う
言
葉

が
日
常
的
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
他
者
を
非
難
す
る
意
味
を

含
む
よ
う
に
な
り
、
卑
劣
で
卑
怯

な
人
、
邪
悪
な
人
、
ず
る
い
人
、

道
徳
か
ら
外
れ
た
こ
と
を
行
う
人

等
々
を
罵
る
た
め
に
使
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
「
邪
道
」
と
同
じ
よ

う
な
意
味
と
も
言
え
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
、
自
分
に
敵
対
す
る

人
を
「
外
道
」
と
言
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
が
、
こ
こ
ま
で
来
る
と

本
来
の
意
味
か
ら
は
ず
い
ぶ
ん
ズ

レ
て
い
ま
す
。

　

仏
教
に
し
て
は
激
し
い
言
葉
で

す
。
日
常
用
語
の
使
い
方
が
ず
い

ぶ
ん
汚
い
罵
り
の
意
味
を
も
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
、
な
お
さ
ら
激
し

く
聞
こ
え
ま
す
。

　

釣
っ
て
お
い
て
、
し
か
も
場
合

に
よ
っ
て
は
食
さ
せ
て
い
た
だ
く

命
で
あ
る
魚
を
「
外
道
」
と
呼
ぶ

の
は
い
さ
さ
か
人
間
の
傲
慢
で
す

ね
。
魚
さ
ん
に
合
掌
。
で
は
ま
た

来
月
。

※




