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かわら版担当：
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『尾張名古屋「歴史街道を行く」』の著者が、江戸時代を中心とした近世尾張名古
屋の歴史についてお話します。名古屋城築城と城下町造営の史実や尾張藩幕末史
について興味深い話が満載です。

講 師 : 早稲田大学総合研究機構客員上席研究員　大塚耕平

第 1回 10月 13日（日） 名古屋開府と金鯱城と碁盤割り
第 2回 11月 10日（日） 歴代尾張藩主と将軍家との確執
第 3回 12月 8日（日） 高須四兄弟と青松葉事件

各回とも、日曜日の 13:30 ～ 15:00

教室　中日カンファレンス　Room2（中日ビル 6階）

【講師プロフィール】　1959 年名古屋市生まれ。旭丘高校、早稲田大学卒業、同大
学院博士課程修了（学術博士）。日本銀行を経て参議院議員。現在、早稲田大学総
合研究機構客員上席研究員、藤田医科大学客員教授。
著書に「仏教通史」「四国遍路と般若心経」（大法輪閣）、「愛知四国霊場の旅」（中
日新聞社）、「穂の国探究」（東愛知新聞社）、「『賢い愚か者』の未来」（早大出版部）など。

■受講料　　　8,910 円（会員・３回分・消費税含む）
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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
酷
暑
の

夏
も
終
わ
り
、
９
月
で
す
。
朝
晩
は

思
い
の
ほ
か
肌
寒
い
日
も
出
て
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
。

　

「
仕
事
の
帰
り
に
一
杯
ど
う
で
す

か
」
と
い
う
ノ
ミ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は

今
や
昭
和
の
香
り
。
「
今
日
は
手
元
不

如
意
で
ち
ょ
っ
と
無
理
」
と
言
っ
て

や
ん
わ
り
断
る
「
手
元
不
如
意
」
と

い
う
表
現
は
「
今
日
は
お
金
の
持
ち

合
わ
せ
が
な
い
」
と
い
う
意
味
。
今

や
昭
和
の
言
葉
で
す
が
、
意
外
に
便

利
な
言
葉
で
す
。

　

「
不
如
意
」
と
は
「
意
の
ま
ま
で
な

い
こ
と
」
「
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ

と
」
で
す
。
仏
教
で
は
そ
れ
を
「
苦
」

と
表
現
し
ま
す
。
「
苦
」
は
パ
ー
リ
語

の
「
ド
ゥ
ッ
カ
（
ｄ
ｕ
ｋ
ｋ
ｈ
ａ
）
＝

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
」
の
漢

訳
で
す
。
逆
に
「
如
意
」
は
「
何
事

も
意
の
如
く
」
「
思
い
通
り
に
な
る
こ

と
」で
す
。「
楽
」
は
パ
ー
リ
語
の
「
ス
ッ

カ
（
ｓ
ｕ
ｋ
ｈ
ａ
）
＝
思
い
通
り
に

な
る
こ
と
」
の
漢
訳
で
す
。

　

何
ご
と
も
思
い
通
り
に
な
ら
な
い

こ
と
、
す
な
わ
ち
「
不
如
意
」
で
あ

れ
ば
「
苦
」
。
何
ご
と
も
思
い
通
り
に

な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
如
意
」
で

あ
れ
ば
「
楽
」
。
人
間
の
本
能
的
な
欲

を
表
し
て
い
ま
す
。

　

「
西
遊
記
」
の
孫
悟
空
が
持
っ
て
い

る
伸
縮
自
在
の
不
思
議
な
棒
は
「
如

意
棒
」
と
言
い
ま
す
。
孫
悟
空
は
如

意
棒
を
駆
使
し
て
妖
怪
や
怪
物
を
退

治
し
ま
す
。

　

説
法
や
法
会
（
ほ
う
え
）
の
時
に
、

僧
が
持
つ
、
手
の
よ
う
な
形
を
し
た

道
具
を
「
如
意
」
と
い
い
ま
す
。
手

の
届
か
な
い
痒
い
と
こ
ろ
も
意
の
ま

ま
に
掻
け
る
、
説
法
が
様
々
な
疑
問

や
悩
み
を
意
の
ま
ま
に
解
決
す
る
と

い
う
連
想
か
ら
「
如
意
」
と
命
名
さ

れ
た
の
で
す
。

　

そ
の
「
如
意
」
に
端
を
発
し
て
孫

悟
空
の
「
如
意
棒
」
が
誕
生
。
孫
悟

空
が
対
峙
す
る
妖
怪
や
怪
物
は
人
間

の
煩
悩
を
暗
喩
し
て
い
ま
す
。
如
意

不
如
意
の
本
質
を
理
解
す
れ
ば
、
ど

ん
な
煩
悩
も
退
治
で
き
る
と
い
う
含

意
で
す
。

　

こ
の
世
は
そ
も
そ
も
「
思
い
通
り

に
な
ら
な
い
」
も
の
で
す
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
「
思
い
通
り
に
し
よ
う
」

と
思
う
か
ら
「
不
如
意
」
と
感
じ
「
苦
」

し
く
な
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
理
解

す
れ
ば
、「
苦
」
し
く
な
く
な
り
ま
す
。

　

諦
め
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
目
標
に
向
か
っ
て
努

力
す
る
こ
と
は
必
要
で
す
。
で
も
、

成
否
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
成
功
も
失

敗
も
、
出
会
い
も
別
れ
も
、
幸
運
も

不
運
も
、
人
生
に
お
い
て
は
必
要
な

時
に
必
要
な
こ
と
が
起
き
る
、
た
だ

そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
の
で
す
。

　

そ
の
こ
と
が
腑
に
落
ち
れ
ば
、
生

き
る
こ
と
は
「
如
意
」
と
感
じ
る
よ

う
に
な
る
と
諭
し
て
い
る
の
が
仏
教

で
す
。
覚
り
の
境
地
で
す
ね
。
思
い

通
り
に
し
た
い
と
思
う
「
我
（
エ
ゴ
）
」

「
欲
」
が
な
く
な
れ
ば
、
ゆ
き
す
ぎ
た

「
我
欲
」
も
な
く
な
り
ま
す
。

　

鴨
長
明
「
方
丈
記
」
に
曰
く
「
ゆ

く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か

も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
」
。
自
分
と
い

う
存
在
も
含
め
、
こ
の
世
の
す
べ
て

は
「
諸
行
無
常
」
。
移
り
変
わ
り
ゆ
く

も
の
で
す
。
何
か
に
拘
り
、
執
着
し
、

「
如
意
」
を
追
求
す
る
こ
と
こ
そ
「
不

如
意
」
で
す
。

　

生
き
る
こ
と
、
老
い
る
こ
と
、
病

む
こ
と
、
死
ぬ
こ
と
か
ら
は
、
誰
も

逃
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
思
い
通
り
に
な

り
ま
せ
ん
。
生
老
病
死
に
「
如
意
」

は
な
く
、
人
生
は
そ
も
そ
も
「
不
如

意
」
。
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
を

思
い
通
り
に
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
、

そ
れ
が
仏
教
の
教
え
る
「
如
意
」
の

秘
訣
で
す
。

　

で
は
ま
た
来
月
。※




