
 名古屋城は織田信長誕生の城とされる今川

氏・織田氏の那古野城の跡周辺に、徳川家康が九

男義直のために天下普請によって築城したとさ

れ、以降は徳川御三家の一つでもある尾張徳川家

17代の居城として明治まで利用されました。大坂

城、熊本城とともに日本三名城に並び称され、伊

勢音頭にも「伊勢は津で持つ、津は伊勢で持つ、

尾張名古屋は城で持つ」と歌われ、大天守に上げ

られた金の鯱は、名古屋の象徴にもなっていま

す。大小天守や櫓、御殿の一部は昭和初期までは

現存していましたが、名古屋大空襲により天守群

と御殿を焼失し、戦後に天守などが復元、再建さ

れて今年で50周年。その城跡は現在、名城公園と

して整備されています。 

 16世紀の前半に今川氏親が、尾張進出のために

築いたとされる柳ノ丸が名古屋城の起源とされ、

後に、織田信秀が今川氏豊から奪取し那古野城と

改名。織田信長はこの城で誕生。清須城に本拠を

移すまで居城したと言われ、その後は廃城となっ

ていました。清洲城は長らく尾張の中心でした

が、清須は土地が低く木曽川の氾濫や水攻めの恐

れがあったため、敵を防ぎ味方を守るにふさわし

くなく、多くの兵の駐屯にも適しませんでした。

そこでの戦いに勝利し、天下統一の構想を進めて

いた徳川家康は、尾張平野の要衝にあり、陸海の

連絡の利便性も良いことから、名古屋城の築城と

清須からの遷府を決め、1610年、西国諸大名の助

役による天下普請で築城が開始。来年で名古屋開

府400年を迎えます。普請奉行は9名。石垣は諸大

名で分担し、中でも最も高度な技術を要した天守

台石垣は加藤清正が担当したといわれています。 

 開府以降の名古屋は、モノづくり文化が花開

き、商業、工業が栄えるとともに、近世武家文化

も残る産業と文化が調和した大都市として発展

を遂げてきました。現在も自動車、航空宇宙、工

作機械、繊維機械、陶磁器、織物などの生産品目

の全国シェアが高く、世界的なリーディング企業

も多く集まっています。戦国時代のリーダーを多

く排出してきたお国柄そのもの、先駆的、先進的

な考えと取り組みで、元気なまちづくりで日本全

体も盛り上げて欲しいと思います。 

 

 

蒸
し
暑
い
夏
は
、
様
々
な
健
康
ト
ラ
ブ
ル
を
招
き
や
す
い
季
節
。
体
調
不
良
の
出

発
点
と
な
る
夏
バ
テ
や
食
中
毒
の
対
策
を
た
て
、
暑
い
夏
を
乗
り
切
り
ま
し
ょ
う
。 

【
夏
バ
テ
対
策
】
夏
バ
テ
に
は
、
高
温
多
湿
で
体
内
の
熱
が
う
ま
く
発
散
出
来
な
い

[

熱
こ
も
り
型]

と
冷
房
や
冷
た
い
飲
み
物
の
取
り
過
ぎ
で
体
が
冷
え
る[

冷
え
型

(

現
代
版
夏
バ
テ
／
特
に
女
性
に
多
い)]

が
あ
り
ま
す
。
何
れ
も
食
欲
不
振
や
消
化

機
能
の
低
下
に
よ
る
栄
養
不
足
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
代
謝
の
低
下(

疲
労
物
質
の
蓄
積)

に
よ
っ
て
、
身
体
機
能
の
低
下
、
慢
性
的
な
疲
労
感
、
抵
抗
力
低
下(

夏
カ
ゼ)

、
持

病
の
悪
化
な
ど
の
体
調
不
良
を
招
き
、
健
康
ト
ラ
ブ
ル
の
出
発
点
に
な
り
ま
す
。
対

策
と
し
て
は
ビ
タ
ミ
ン
・
ミ
ネ
ラ
ル
な
ど
の
微
量
栄
養
素
等
不
足
す
る
栄
養
素
の
補

給
、
特
に
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
群
や
ク
エ
ン
酸
（
疲
労
物
質
の
分
解)

な
ど
を
摂
取
し
エ
ネ

ル
ギ
ー
代
謝
の
改
善
を
行
い
ま
し
ょ
う
。 

【
食
中
毒
対
策
】
夏
は
食
中
毒
が
多
発
す
る
季
節
。
家
庭
で
で
き
る
食
中
毒
予
防
の

ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。
①
食
中
毒
菌
を
食
品
に
つ
け
な
い
：
手
に
は

様
々
な
細
菌
が
付
着
し
て
い
ま
す
。
調
理
の
前
に
は
、
ま
ず
石
鹸
で
手
を
よ
く
洗
い

ま
し
ょ
う
。
ま
た
食
肉
、
魚
介
類
等
の
生
鮮
食
品
に
は
、
食
中
毒
を
起
こ
す
細
菌
が

つ
い
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
食
肉
、
魚
介
類
を
扱
っ
た
後
に
も
必
ず
手
を
洗
い
、

同
様
に
食
肉
、
魚
介
類
の
下
処
理
に
使
用
し
た
ま
な
板
を
、
未
洗
浄
の
ま
ま
他
の
食

材
に
使
用
す
る
と
、
他
の
食
材
に
菌
が
移
行(

二
次
汚
染)

し
て
し
ま
う
た
め
、
ま
な

板
、
包
丁
等
、
器
具
類
の
洗
浄
も
重
要
で
す
。
②
食
中
毒
菌
を
増
や
さ
な
い
：
多
く

の
食
中
毒
菌
は
、
温
度
が
高
い
と
増
殖
の
ス
ピ
ー
ド
が
上
が
り
ま
す
。
食
品
を
冷
蔵

庫
に
し
ま
う
こ
と
で
、
菌
の
増
殖
を
抑
え
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
食
品
は
、
こ
ま
め

に
冷
蔵
庫(

庫
内
温
度
は
４
℃
以
下
が
理
想)

に
し
ま
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
調
理
済
み

の
食
品
は
、
速
や
か
に
食
べ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
③
殺
菌
：
多
く
の
食
中
毒
菌

は
、
加
熱
す
る
こ
と
で
殺
菌
で
き
ま
す
。
加
熱
調
理
す
る
食
品
は
、
中
心
部
ま
で
十

分
に
火
を
通
し
ま
し
ょ
う
。
食
中
毒
菌
の
中
に
は
十
分
加
熱
し
て
も
、
細
菌
の
出
す

毒
素
が
分
解
さ
れ
ず
食
品
中
に
残
っ
て
し
ま
う
も
の(

黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
な
ど)

や
、

冷
蔵
を
徹
底
し
て
も
、
非
常
に
少
な
い
菌
量
で
発
症
し
て
し
ま
う
も
の(

ノ
ロ
ウ
イ

ル
ス
な
ど)

も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
予
防
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
食
中
毒

を
起
こ
す
危
険
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

夏
の
健
康
ト
ラ
ブ
ル
対
策
は
、
食
生
活
の
改
善
と
抵
抗
力
の
回
復
が
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
で
す
。
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
、
元
気
に
夏
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。 

 

 

 

 

 

 

 

【８月】8月を葉月と呼び、その由来は諸説あります。木の葉が紅葉して落ちる月[葉落

ち月][葉月]という説が有名。他、稲の穂が張る[穂張り月]、雁が初めて来る[初来月]、

南方からの台風が多く来る[南風月]という説などがあります。英語名Augustは、ローマ

皇帝アウグストゥスに由来。彼は紀元前1世紀、ユリウス暦の運用を修正し、8月の名称

を自分の名に変更し、同時にそれまで30日であった8月の日数を31日にしました。 

 

 ６日 広島原爆忌    ９日 長崎原爆忌     １５日 終戦記念日 

 ７日 立秋      １３日 お盆迎え火     ２３日 処暑 

     

 

            

 

 

「名古屋城」 

火
薬
と
金
属
の
粉
末
を
混
ぜ
て
包
ん
だ
も
の
に
火
を
付
け
、
燃
焼
・
破
裂
時
の
音
や
火
花
の
色
、
形
状
な
ど
を
鑑
賞
す
る
も
の
を
花
火

と
い
い
、
混
ぜ
合
わ
せ
る
金
属
の
種
類
に
よ
り
様
々
な
色
合
い
を
出
し
て
い
ま
す
。
一
般
的
に
ア
ジ
ア
の
打
上
花
火
は
、
打
ち
揚
げ
時

に
光
が
同
心
円
状
に
広
が
る
も
の
が
多
く
花
火
玉
の
形
も
球
形
で
す
が
、
欧
米
等
の
花
火
は
打
ち
あ
げ
て
も
円
状
に
な
ら
ず
花
火
の
形

は
円
筒
形
。
円
筒
形
の
花
火
は
球
形
に
比
べ
、
華
や
か
な
光
や
色
を
出
せ
て
も
、
破
裂
途
中
の
色
変
化
は
困
難
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

「
夏
が
く
れ
ば
思
い
出
す
♪
」
の
フ
レ
ー
ズ
で
始
ま
る
「
夏
の
思
い
出
」
で
知
ら

れ
る
尾
瀬
は
「
尾
瀬
国
立
公
園
」
と
し
て
、

２００７
年
、
２９
番
目
の
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
、

日
本
で
最
も
新
し
い
国
立
公
園
で
す
。
尾
瀬
国
立
公
園
は
、
関
東
及
び
東
北
の
４
県

に
ま
た
が
る
山
岳
地
に
位
置
し
、
そ
し
て
日
本
最
大
の
山
岳
湿
原
で
あ
る
尾
瀬
ヶ
原
、

只
見
川
の
源
流
に
あ
た
る
尾
瀬
沼
の
２
盆
地
と
、
そ
の
周
囲
に
位
置
す
る
百
名
山
・

至
仏
山
、
東
北
以
北
で
最
高
峰
を
誇
る
燧
ヶ
岳
、
会
津
駒
ヶ
岳
、
田
代
山
・
帝
釈
山

な
ど
か
ら
な
る
、
面
積
約
３
万
７
千
ｈａ
に
お
よ
ぶ
国
立
公
園
で
す
。
尾
瀬
は
活
火
山
で

あ
る
燧
ケ
岳
の
噴
火
活
動
に
よ
っ
て
で
き
た
湿
原
で
あ
り
、
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
や
ミ
ズ

ゴ
ケ
な
ど
湿
原
特
有
の
貴
重
な
植
物
群
落
が
見
ら
れ
る
な
ど
自
然
の
宝
庫
で
す
。
そ

の
ほ
ぼ
全
域
が
国
立
公
園
特
別
保
護
地
域
お
よ
び
特
別
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て

お
り
、
既
に
あ
る
道
以
外
の
立
ち
入
り
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
湿
原
と
し
て
の
重

要
性
か
ら
「
特
に
水
鳥
の
生
息
地
と
し
て
国
際
的
に
重
要
な
湿
地
に
関
す
る
条
約
」

（
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
）
が
指
定
す
る
湿
地
と
し
て
も
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

ほ
ぼ
全
域
に
わ
た
っ
て
木
道
が
整
備
さ
れ
、
木
道
以
外
の
場
所
を
歩
け
な
い
よ
う

に
し
て
あ
る
の
も
、
尾
瀬
の
特
徴
の
ひ
と
つ
。
最
初
の
木
道
が
設
置
さ
れ
た
の
は

１９５０
年

代
と
言
わ
れ
、
当
初
、
そ
の
目
的
は
登
山
者
を
湿
原
の
ぬ
か
る
み
か
ら
守
る
た
め
の

も
の
で
し
た
が
、

１９６０
年
代
、
尾
瀬
地
域
で
最
も
標
高
の
高
い
湿
原
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ア

ヤ
メ
平
が
、
単
線
の
木
道
し
か
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
行
き
違
い
が
出

来
ず
湿
原
に
降
り
た
多
く
の
登
山
者
が
湿
原
を
踏
み
荒
ら
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
契

機
に
、
湿
原
を
登
山
者
の
踏
み
つ
け
か
ら
守
る
目
的
で
、
尾
瀬
の
ほ
ぼ
全
領
域
で
計

画
的
に
複
線
の
木
道
が
整
備
さ
れ
、
木
道
以
外
の
場
所
は
歩
け
な
い
よ
う
に
な
り
ま

し
た
（
一
部
除
く
。
複
線
の
木
道
は
右
側
通
行
）。
か
つ
て
の
木
道
は
尾
瀬
周
辺
の
木

材
が
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
尾
瀬
地
域
が
特
別
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
る
な

ど
、
こ
の
方
法
は
使
え
な
く
な
り
、
今
は
地
域
外
の
木
材
を
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
な
ど
で

搬
入
し
利
用
し
て
い
ま
す
。
材
は
樹
脂
が
多
く
水
分
に
浸
さ
れ
た
状
態
で
も
比
較
的

長
持
ち
す
る
等
の
理
由
で
、
カ
ラ
マ
ツ
材
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

１９９９
年
か
ら
は
自
然
保
護
を
理
由
に
、乗
合
自
動
車
以
外
の
自
動
車
の
乗
り
入
れ
が
一

部
禁
止
さ
れ
る
な
ど
規
制
は
徐
々
に
強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
尾
瀬
は
「
ご
み

持
ち
帰
り
運
動
」
の
元
祖
と
言
わ
れ
る
な
ど
、
自
然
保
護
運
動
が
盛
ん
で
す
。
美
し

い
自
然
を
多
く
の
人
が
永
遠
に
楽
し
ん
で
い
く
に
は
、
一
人
一
人
の
小
さ
な
気
遣
い

や
心
が
け
と
、
そ
ん
な
気
持
ち
を
行
動
に
移
す
勇
気
が
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

【
音
を
響
か
せ
る
・
・
・
楽
器
】 

 

バ
イ
オ
リ
ン
や
ピ
ア
ノ
な
ど
の
弦
楽
器
が 

音
を
大
き
く
響
か
せ
る
た
め
に
幅
広
の
木
部
を
必
要
と

し
て
い
る
事
は
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
私

た
ち
が
耳
に
す
る
多
く
の
弦
楽
器
の
音
色
は
弦
そ
の
も

の
か
ら
出
て
い
る
音
は
少
な
く
、
大
半
は
、
弦
か
ら
発
せ

ら
れ
た
振
動
が
こ
の
木
部
に
よ
っ
て
響
い
て
い
る
の
が

聞
こ
え
て
い
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
輪
ゴ
ム
を
指
に
か
け

て
弾
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
の
音
は
出
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
固

く
て
薄
い
板
状
の
も
の
に
引
っ
掛
け
て
弾
く
と
大
き
く

響
く
と
い
う
の
と
同
じ
原
理
で
す
。
バ
イ
オ
リ
ン
や
ピ
ア

ノ
は
、
発
明
当
初
か
ら
木
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
、
名
器
と
呼
ば
れ
る
バ
イ
オ
リ
ン
な
ど
は
、

何
百
年
も
弾
き
継
が
れ
、
さ
ら
に
良
い
音
に
な
っ
て
い
く

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
な
ぜ
、
数
あ
る
材
料
の
中
で

「
木
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

答
え
は
、
木
に
は
「
軽
い
わ
り
に
は
強
い
」
「
組
織
に

方
向
性
が
あ
る
」
「
加
工
し
や
す
い
」
と
い
う
特
性
が
あ

る
か
ら
で
す
。
木
が
軽
い
わ
り
に
は
強
い
と
ど
う
な
る
か

と
い
う
と
、
音
を
早
く
伝
え
る
と
同
時
に
振
動
に
よ
る
力

を
効
率
よ
く
音
に
変
換
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
木
が
音
の

反
射
材
と
し
て
優
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

も
の
で
す
。
こ
の
、
音
を
変
換
す
る
度
合
い
は
、
木
目
（
木

理
）
の
方
向
に
よ
っ
て
も
違
っ
て
き
ま
す
。
琴
の
材
料
で

あ
る
キ
リ
で
調
査
し
た
場
合
、
木
目
（
木
理
）
方
向
を
１

と
す
る
と
、
そ
の
直
角
方
向
の
振
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
時
間

当
た
り
の
損
失
は
約
２
倍
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
木
目
が

音
に
与
え
る
影
響
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
ど

う
も
、
木
の
組
織
の
方
向
性
に
よ
る
ほ
ど
よ
い
振
動
の
打

ち
消
し
が
、
ま
ろ
や
か
な
音
を
作
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

さ
ら
に
、
鉄
や
ガ
ラ
ス
な
ど
と
違
っ
て
、
木
は
加
工
し

や
す
く
、
削
っ
て
厚
さ
を
微
妙
に
変
え
る
こ
と
も
可
能
で

す
。
バ
イ
オ
リ
ン
の
場
合
、
表
板
に
は
ス
プ
ル
ー
ス
、
裏

板
に
は
カ
エ
デ
を
使
用
し
て
お
り
、
板
厚
の
配
分
に
気
づ

か
い
つ
つ
制
作
さ
れ
る
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
楽
器
に
よ

っ
て
使
わ
れ
る
樹
種
も
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
琴
に
は
キ

リ
、
ピ
ア
ノ
内
部
の
響
板
に
は
ス
プ
ル
ー
ス
、
ク
ラ
リ
ネ

ッ
ト
に
は
ア
フ
リ
カ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
、
マ
リ
ン
バ
に

は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
ロ
ー
ズ
ウ
ッ
ド
な
ど
を
使
用
し
て
い

ま
す
。 

 

足
下
の
床
材
に
し
て
も
、
演
奏
す
る
ホ
ー
ル
の
床
材
を

ヒ
ノ
キ
か
ら
ナ
ラ
に
変
え
た
ら
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
メ
ン

バ
ー
か
ら
「
音
が
よ
く
な
っ
た
」
と
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ

た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
木
だ
っ
た
ら
な
ん
で
も
い
い

と
言
う
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
樹
種
の
使
い
分
け
も
大

切
な
の
で
す
。
木
と
音
に
つ
い
て
の 

解
明
は
ま
だ
ま
だ
な
さ
れ
て
い
ま
せ 

ん
が
、
そ
こ
が
ま
た
、
神
秘
的
な
魅 

力
に
思
え
ま
す
。 
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