
こ

の

秋

は

い

く

つ

か

の

台

風

が

関

東

方

面

に

あ

い

つ

い

で

襲

来

す

る

な

ど

、

不

安

定

な

天

候

が

続

き

気

持

ち

の

良

い

秋

晴

れ

に

は

余

り

恵

ま

れ

な

か

っ

た

よ

う

に

思

え

ま

す

。

そ
れ

で

も

11
月

に

は

い
る

と

徐

々

に

秋

ら

し

い

日

和

の

日

も

増

え
て
、
迎
え
た
11
月
17
日
は
気
温
・

天

候

共

に

申

し

分

の

な

い

絶

好

の

総
会
日
和
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

今

回

は

、

会

場

が

但

馬

と

言

う

こ

と

で

、

交

通

の

便

が

制

限

さ

れ

る

中

、

23
名

の
皆

さ

ん

が

山
名

会

総

会

に

御

参

加

い

た

だ

き

、

集

合

地

点
の

JR
江
原

駅
に

は

12
時
半

ま

で

に

全

員

が

到

着

し

、

１

泊

２

日

の
行
事
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

出
石
散
策

最

初

に

訪

れ

た

の

は

室

町

時

代

か

ら

戦

国

時

代

ま

で

山

名

宗

家

が

本

拠

地

を

置

い

た

出

石

。

今

回

は

但

馬

の

食

を

楽

し

ん

で

貰

う

こ

と

も

行

事

の

目

的

で

あ

り

ま

し

た

の

で

、

少

し

遅

め

の

お

昼

と

な

っ

た

の

で

す

が

、

出

石

ソ

バ

を

ご

賞

味

い
た
だ
き
ま
し
た
。

出

石

ソ

バ

は

一

人

前

５

皿

が

基

本

で

、

そ

こ

か

ら

お

腹

の

具

合

に

応
じ
て
皿
を
追
加
し
ま
す
。

今

回

は

予

め

50
皿

を

事

前

に

追

加
注
文
し
て
様
子
見
で

す
。
（

23

名

に

50
皿

で

す
の

で

一

人
当

た

り

２
皿
以
上
の
追
加
の
形
で
す
。
）

最

初

の

５

皿

で

満

足

の

方

も

い

れ

ば

、

追

加

分

を

４

皿

～

５

皿

と

積

み

重

ね

る

方

も

あ

り

、

更

に

追

加
が
必
要
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
、

皆

さ

ん

が

ソ

バ

を

無

駄

な

く

融

通

し

て

い

た

だ

き

、

大

食

漢

の

方

も

あ

る

程

度

満

足

し

て

い

た

だ

い

た

よ
う
で
す
。

当

日

は

、

紅

葉

真

っ

盛

り

の

日

曜

日

と

言

う

こ

と

で

、

出

石

の

街

中

は

も

み

じ

狩

り

の

観

光

客

で

大

変

に

賑

わ

っ

て

お

り

、

お

蕎

麦

屋

さ

ん

も

盛

況

で

昼

食

に

思

っ

た

以

上

に

時

間

を

取

ら

れ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

駐

車

場

に

バ

ス

を

止

め

て

出

石

の

観

光

通

り

で

あ

る

大

手

前

通

り

を

出

石

土

産

を

品

定

め

し

な

が

ら

辰

鼓

楼

、

そ

し

て

出

石

城

へ

と

ゆ

っ

く

り

と

散

策

の

足

を

進

め

ま
し
た
。

平
成
25
年
に
出
石
で
総
会
を
行
っ

た

お

り

に

は

、

時

間

の

関

係

で

出

石

城

は

遠

目

に

眺

め

る

だ

け

で

し

た

が

、

今

回

は

出

石

城

中

腹

に

あ

る

有

子

山

稲

荷

を

目

指

し

、

山

名

氏

時

代

の

有

子

山

城

の

姿

を

思

い

つ
つ
、
参
道
を
登
り
ま
し
た
。

稲

荷

神

社

ま

で

登

る

と

、

眼

下

に

は

こ

ぢ

ん

ま

り

と

し

た

出

石

の

街

が

良

く

見

渡

せ

、

最

盛

期

の

紅

葉

と

相

ま

っ

て

、

ど

こ

か

懐

か

し

く

て

温

か

い

出

石

の

雰

囲

気

を

楽

し
ん
で
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。

総
持
寺

次

は

出

石

の

街

中

か

ら

バ

ス

で

出

石

神

社

方

面

に

５

分

程

進

ん

で

総

持

寺

を

訪

ね

ま

し

た

。

総

持

寺

で

は

、

ご

住

職

・

副

住

職

の

ご

案

内

で

、

先

ず

観

音

堂

に

上

げ

て

い

た

だ

き

、

祐

豊

公

奉

納

の

千

手

観

音

の

ご

宝

前

で

般

若

心

経

の

お

勤

め

、

そ

の

後

、

庫

裡

に

場

所

を

移
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第
26
回
山
名
会
総
会
の
ご
報
告

全

國

山

名

氏

一

族

会

〒
667ｰ
1311
兵
庫
県
美
方
郡
香
美
町

村
岡
区
村
岡
２
３
６
５
法
雲
寺
内

電

話
０
７
９
６
ー
９
８
ー
１
１
５
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７
９
６
ー
９
８
ー
１
１
６
１

紅葉シーズンの休日でソバ屋さんも大盛況。

昼食に予想以上の時間がかかりました。

令
和
最
初
の
山
名
会
総
会
は
会
場
を
山
名
氏
の
本
拠
地
で
あ
る
但

馬
と
し
て
、
初
日
は
出
石
・
竹
野
の
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
て
城
崎
温

泉
に
宿
を
取
り
、
二
日
目
は
日
高
・
村
岡
を
巡
り
、
但
馬
北
部
を
グ

ル
っ
と
周
遊
す
る
よ
う
な
コ
ー
ス
で
実
施
し
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の

概
要
を
ご
報
告
し
ま
す
。

有子山城を中腹の稲荷神社まで登りまし

た。

今総会は山名氏ゆかりの但馬各地をバス

で周遊するコースでした。



し

て

、

お

寺

の

役

員

さ

ん

か

ら

総

持

寺

と

山

名

氏

と

の

関

わ

り

に

つ

い
て
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

お

話

の

後

で

お

茶

を

い

た

だ

い

て

い

る

と

、

ご

住

職

が

桐

の

木

箱

を

持

ち

出

さ

れ

、

そ

の

箱

の

中

か

ら
小
さ
な
厨
子
を
出
さ
れ
ま
し
た
。

小

さ

な

扉

を

開

い

て

我

々

に

見

せ

て

い

た

だ

い

た

の

は

、

ご

本

尊

の

千

手

観

音

の

内

部

に

納

め

ら

れ

て

い

た

胎

内

仏

で

し

た

。

こ

の

小

さ

な

仏

様

は

元

々

は

祐

豊

公

が

戦

い

の

際

に

兜

の

中

に

忍

ば

せ

て

い

た

と
言
う
念
持
仏
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

普

段

で

は

決

し

て

お

目

に

掛

か

る

こ

と

の

出

来

な

い

貴

重

な

仏

様

を

親

し

く

拝

ま

せ

て

い

た

だ

き

、

会

員

一

同

、

望

外

の

ご

対

応

に

大

変
に
感
激
致
し
ま
し
た
。

円
通
寺

次

に

訪

れ

る

円

通

寺

が

あ

る

竹

野

町

は

出

石

よ

り

少

し

距

離

が

あ

る

の

で

す

が

、

昼

食

や

出

石

城

下

散

策

が

長

引

い

た

こ

と

が

影

響

し

て

予

定
が

30
分
以

上

遅

れ

、
円

通

寺

に

到

着

す

る

頃

に

は

陽

も

だ

い

ぶ
ん
傾
く
頃
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

参

拝

を

お

願

い

し

て

お

り

ま

し

た

開

山

堂

は

昔

な

が

ら

の

形

式

を

守

る

た

め

に

も

電

気

の

配

線

は

さ

れ

て

お

り

ま

せ

ん

の

で

、

円

通

寺

到

着

後

は

ご

住

職

の

案

内

で

日

没

を

迎

え

る

ま

で

に

、

開

山

堂

に

上

が

ら

せ

て

い

た

だ

き

、

ロ

ウ

ソ

ク

の

灯

火

を

頼

り

に

参

拝

を

さ

せ

て

頂
き
ま
し
た
。

開

山

堂

内

に

は

六

分

一

殿

の

時

代

を

担

い

、

円

通

寺

を

建

立

し

た

山

名

時

義

・

時

熈

父

子

の

木

造

が

安

置

さ

れ

、

ご

住

職

が

読

経

さ

れ

る

な

か

、

尊

像

前

で

お

焼

香

を

さ

せ

て

頂

き

ま

し

た

。

ま

た

堂

内

に

は

開

山

第

一

世

の

月

菴

禅

師

や

、

円

通

寺

を

復

興

し

た

沢

庵

禅

師

の

木
像
も
お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

予

定

時

間

を

大

幅

に

遅

刻

し

て

し

ま

い

、

夕

闇

迫

る

中

で

の

参

拝

で

ご

住

職

に

は

大

変

に

ご

心

配

を

お

掛

け

し

ま

し

た

が

、

灯

明

の

光

だ

け

の

参

拝

は

幽

玄

で

荘

厳

な

雰

囲

気

を

感

じ

る

こ

と

が

出

来

ま

し

た
。お

参

り

の

後

に

は

、

庫

裏

で

ご

住

職

か

ら

円

通

寺

の

由

緒

に

つ

い

て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

円

通

寺

に

は

、

山

名

関

連

の

史

料

や

墓

碑

な

ど

数

多

く

残

っ

て

お

り

ま

す

の

で

、

今

回

の

よ

う

な

駆

け

足

の

参

拝

で

は

無

く

、

次

回

は

ゆ

っ

く

り

と

お

邪

魔

が

出

来

れ

ば

と
思
い
ま
す
。

城
崎
温
泉

宿

泊

で

お

世

話

に

な

っ

た

城

崎

温

泉

「

つ

た

や

」

は

、

山

名

会

会

員

の

鳥

谷

さ

ん

経

営

で

す

。

鳥

谷

さ

ん

の

ご

先

祖

は

山

名

時

氏

公

に

従

っ

て

群

馬

よ

り

移

っ

て

来

ら

れ

た
家
臣
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

「

つ

た

や

」

は

江

戸

時

代

か

ら

続

く

城

崎

温

泉

屈

指

の

老

舗

旅

館

で

、

幕

末

の

頃

に

は

桂

小

五

郎

（
木
戸
孝
允
）
が
「
蛤
御
門
の
変
」

の
残
党
狩
り
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、

身

を

隠

し

て

い

た

所

で

も

あ

り

ま

す

。

今

回

は

別

館

の

「

晴

嵐

亭

」

を

山

名

会

貸

切

の

形

で

ご

用

意

頂

き

、

広

い

お

部

屋

で

ゆ

っ

た

り

と

過
ご
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
ま
た
、

懇

親

会

で

は

解

禁

間

も

な

い

山

陰

の

味

覚

で

あ

る

カ

ニ

す

き

を

ご

準

備

頂

き

、

仲

居

さ

ん

の

丁

寧

な

お
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ご
本
尊
の
千
手
観
音
と
特
別
に
拝
見
さ
せ
て

頂
い
た
胎
内
仏
（
祐
豊
公
念
持
仏
）

夕暮れの中、御住職のお導きで時義・時

熈の尊像にご焼香させて頂きました。

時
義
公
・
時
熈
公
の
木
像
（
上
）
、
開
山
の

月
奄
禅
師
・
中
興
の
沢
庵
禅
師
の
尊
像
。

つたやさんでは、別館をお部屋を自由に使用さ

せていただき、ゆったりと宿泊出来ました。

総持寺では御住職・副住職にお勤めとご

案内頂きました。



世

話

で

、

し

っ

か

り

と

堪

能

さ

せ

て
頂
き
ま
し
た
。

隆
国
寺

二

日

目

は

山

名

四

天

王

の

一

氏

で

あ

る

垣

屋

氏

の

菩

提

寺

・

隆

国

寺

を

訪

ね

ま

し

た

。

こ

の

お

寺

は

「

関

西

花

の

寺

」

に

も

属

し

て

お

り

、

江

戸

時

代

か

ら

植

栽

さ

れ

て

い

る

「

ボ

タ

ン

寺

」

と

し

て

も

知

ら
れ
て
い
ま
す
。

但

馬

に

は

生

野

銀

山

を

始

め

と

し

て

幾

つ

か

有

名

な

鉱

山

が

あ

る

の

で

す

が

、

隆

国

寺

も

元

々

は

現

在

の

地

か

ら

更

に

奥

ま

っ

た

阿

瀬

金

山

に

最

初

は

建

立

さ

れ

た

よ

う

で

す

。

下

克

上

の

戦

国

時

代

、

垣

屋

氏

は

支

配

下

の

阿

瀬

金

山

の

開

発

を

押

し

進

め

て

財

力

を

豊

か

に

し
、
但
馬
内
で
勢
力
を
伸
ば
し
て
、

戦

国

時

代

末

に

は

山

名

氏

を

上

回

る

発

言

権

を

持

つ

よ

う

に

な

り

ま

す

。

隆

国

寺

の

但

馬

屈

指

の

大

伽

藍

は

、

往

事

の

垣

屋

氏

の

力

の

大

き
さ
を
忍
ば
せ
ま
す
。

参

拝

時

に

は

、

鶴

と

コ

ウ

ノ

ト

リ

が

描

か

れ

て

い

る

県

文

化

財

の

襖

絵

を

ご

案

内

頂

き

、

ま

た

、

明

治

維

新

の

折

に

村

岡

山

名

の

姫

君

が

奉

納

し

た

と

い

う

駕

籠

も

拝

見

い
た
し
ま
し
た
。

法
雲
寺
・
山
名
蔵

山

名

氏

史

料

館

「

山

名

蔵

」

は

村

岡

山

名

の

菩

提

寺

で

あ

る

法

雲

寺
の
境
内
に
有
り
ま
す
。

令

和

元

年

度

の

山

名

会

事

業

で

も

あ

る

山

名

蔵

の

外

装

修

繕

の

工

事

は

10
月

中

旬
か

ら

月

末

に
掛

け

て

行

わ

れ

て

無

事

完

了

し

、

当

日

は

修

繕

工

事

の

検

分

を

兼

ね

て

の

山
名
蔵
訪
問
と
な
り
ま
し
た
。

山

名

蔵

で

は

、

山

名

会

の

年

次

総

会

を

行

い

、

山

名

蔵

修

繕

事

業

を

含

む

事

業

報

告

や

決

算

報

告

、

そ

し

て

令

和

２

年

度

の

予

算

と

事

業
に
関
し
て
も
検
討
致
し
ま
し
た
。

（

総

会

報

告

及

び

、

山

名

蔵

修

繕

事
業
に
つ
い
て
は
別
稿
参
照
）

総

会

終

了

後

は

、

同

一

会

場

に

て

香

美

町

の

郷

土

史

家

の

古

川

哲

男

先

生

に

『

秀

吉

の

但

馬

攻

め

と

小

代

一

揆

』

と

題

し

た

歴

史

講

演

を

行

っ

て

い

た

だ

き

、

秀

吉

の

山

陰

攻

め

の

過

程

で

豊

臣

軍

の

藤

堂

高

虎

を

一

時

、

死

地

の

境

ま

で

追

い

詰

め

た

と

い

わ

れ

る

「

小

代

一

揆

」

に

つ

い

て

、

そ

の

概

要

に

つ

い

て

、

初

め

て

見

る

史

料

な

ど

も

交

え

て

、

分

か

り

や

す

く

ご

教

授

頂

き

ま

し

た

。

（

講

演

の

概

要

は

後

日

、

文

書

化

し

た

い

と

思

い

ま

す
。
）

壺

渓
御
廟

つ
ぼ　

だ
に

昼

食

後

は

最

後

の

因

幡

守

護

職

で

あ

り

、

村

岡

山

名

初

代

の

山

名

豊

国

公

の

廟

所

を

参

拝

す

る

予

定

で

し

た

が

、

昼

前

か

ら

時

折

雨

が

混

じ

る

強

い

風

が

吹

く

よ

う

に

な

り

、

高

原

に

あ

る

豊

国

公

の

廟

所

参

拝

は

諦

め

、

代

わ

り

に

村

岡

山

名

三

代

・

矩

豊

公

か

ら

十

代

・

義

問

公

ま

で

の

大

名

墓

が

整

然

と

並

ぶ

壺

渓

御

廟

の

参

拝

に

変

更

し

ま

し

た

。

御

廟

で

は

村

岡

山

名

後

継

の

山

名

義

英

副

総

裁

に

引

き

続

い

て

参

加

者

全

員

で

、

村

岡

山

名

歴

代

の

墓

前

に

線

香

を

お

供

え

さ

せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ

の

後

は

、

道

の

駅

「

神

鍋

高

原

」

で

小

休

止

を

し

て

、

バ

ス

は

集

合

地
で

も

あ

っ
た

JR
江
原

駅

に

向

か

い

、

次

回

総

会

で

の

再

会

を

お

願

い

し

な

が

ら

、

午

後

２

時

半

に

解

散

し

、

参

加

者

各

位

は

帰

路

へ
と
つ
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今

回

の

但

馬

で

の

１

泊

２

日

の

総

会

行

事

で

す

が

、

予

定

を

盛

り

込

み

す

ぎ

た

為

に

、

時

間

に

追

わ

れ
る
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
後
は
、
ゆ
っ

た

り

し

た

時

間

配

分

の

計

画

を

心

が
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

今

回

、

参

加

で

き

ま

せ

ん

で

し

た

会

員

様

も

、

次

回

の

総

会

計

画

立

案

の

折

り

に

は

、

是

非

御

参

加

い

た

だ

き

ま

す

よ

う

お

願

い

致

し

ま
す
。
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垣屋氏菩提寺の隆国寺本堂にて、お寺の

由緒についてお話を聞く。

外
装
塗
装
前
（
上
）
と
、
塗
装
後
（
下
）

外装修繕が完了し新品に戻った「山名蔵」

の前で記念撮影の一枚



山

名

蔵

で

の

年

次

総

会

で

は

、

令

和

元

年

度

の

事

業

・

会

計

決

算

の

報

告

と

令

和

２

年

度

の

事

業

及

び

予

算

に

つ

き

ま

し

て

も

協

議

い

た

し

ま

し

た

。

ま

た

会

員

各

位

の

協

力

を

得

て

行

え

ま

し

た

山

名

蔵

外

装

修

繕

事

業

の

報

告

及

び

、

決

算
承
認
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

事
業
報
告

令

和

元

年

度

の

主

な

事

業

は

左

記
の
ご
と
く
で
す
。

会
計
報
告

令

和

元

年

度

の

会

計

に

つ

き

ま

し

て

は

左

表

の

如

く

で

昨

年

度

に

比

べ

て

多

く

の

繰

越

金

を

残

す

こ

と

が

出

来

ま

し

た

。

協

賛

金

に

つ

き

ま

し

て

は

、

前

理

事

長

の

山

名

義

範

氏

の

ご

親

族

よ

り

追

善

の

形

で

多

額

の

ご

寄

付

を

い

た

だ

い

て

い

て

居

り

ま

す

。

誠

に

有

り

難

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

こ

の

場

を

借

り

ま
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
２
年
度
の
事
業
と
予
算

事

業

計

画

で

す

が

、

基

本

的

に

は
例
年
通
り
の
流
れ
に
な
り
ま
す
。

◎
常
任
理
事
会
開
催
（
春
）
。

◎
会
誌
「
山
名
第
７
号
」
発
行
。

◎
山
名
会
総
会
実
施
（
秋
）

予

算

に

つ

き

ま

し

て

は

、

皆

様

か
ら
の
ご
協
力
の
お
か
げ
も
有
り
、

令

和

元

年

度

よ

り

も

５

万

円

程

予

算

規

模

が

増

え

て

お

り

ま

す

。

（
予
算
書
は
Ｐ
６
参
照
）

そ

の

他

に

は

、

山

名

会

の

一

般

社

団

法

人

化

へ

の

対

応

や

、

他

団

体

と

の

交

流

に

つ

い

て

ご

意

見

い

た

だ

き

ま

し

た

。

今

後

、

常

任

理

事
会
で
検
討
い
た
し
ま
す
。

山
名
第
７
号
の
発
行

前

号

の

「

山

名

第

６

号

」

の

発

行

か

ら

５

年

が

経

過

し

ま

し

た

。

令

和

２

年

に

は

「

山

名

第

７

号

」

の

発

行

が

出

来

る

よ

う

に

準

備

し

て
い
ま
す
。
掲
載
内
容
は

平
成

27

年

～

29
年

に

行
っ

た

山

名
会

歴

史

講

演

会

の

講

演

を

文

書

化

し

た

も

の

に

な

り

ま

す

。

現

在

、

講

演

会

の

講

師

各

位

に

内

容

の

点

検

を

お

願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

主

な

掲

載

文

は

左

記

の

ご

と

く

で
す
。

・
「
室
町
文
化
の
歴
史
的
意
義
」

松
本
公
一
先
生

・
「
京

応
仁
の
乱
の
前
と
後
」

山
本
義
典
先
生

・
「
秀
吉
・
家
康
期
の
山
名
禅
高
」

伊
藤
真
昭
先
生

・
「
山
名
宗
全
の
虚
像
と
実
像
」

呉
座
勇
一
先
生

出

来

上

が

り

を

ど

う

ぞ

ご

期

待

下
さ
い
。

総
会
で
は
、
本
年
度
実
施
し
ま

し

た

山

名

蔵

修

繕

事

業

報

告

及

び

決
算
報
告
も
行
い
ま
し
た
。

平
成
３
年

建
設
の
山

名
蔵
も

30

年

の

月

日

が

経

過

し

、

漆

喰

壁

の

傷

み

、

塗

装

の

色

褪

せ

等

が

目

立

つ

よ

う

に

な

り

、

本

年

度

の

山

名

会

事

業

と

し

て

外

装

修

繕

事

業

を

計

画

し

、

山

名

会

会

員

の

皆

様

に
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山
名
会
年
次
総
会

11
／
17
～
18

10
月
中
旬
～

月
末

９
月
～
11
月

８
月
中
旬

８
／
23

４
／
８

３
／
12

11
／
10
～
11

期
日

26
回
総
会
、
23
名
参
加

出
石
・
竹
野
・
村
岡

山
名
蔵
外
装
修
繕
工
事

山
名
氏
史
料
館
「
山
名
蔵
」

「
山
名
第
７
号
」
編
集
作

業
、
令
和
２
年
発
行
予
定

萬
灯
会
協
賛

川
西
市
・
多
田
神
社

「
宗
全
邸
跡
碑
」
清
掃
お

礼

京
都
市
山
名
町
へ

山
名
赤
松
供
養
塔
由
来
碑

修
理

竹
田
城
中
腹

常
任
理
事
会
、
７
名
出
席

京
都
セ
ン
ト
ノ
ー
ム
Ｈ

25
回
総
会
、
20
名
参
加

群
馬
県
高
崎
市･

太
田
市

事
業
・
備
考

山
名
蔵
修
繕
事
業
報
告

会計決算書



ご

協

力

を

お

願

い

し

ま

し

た

と

こ

ろ

、

93
万

円

も

の
ご

協

力

を
い

た

だ

き

、

安

心

し

て

事

業

に

取

り

組

む
事
が
出
来
ま
し
た
。

修

繕

工

事

は

、

令

和

元

年

10
月

中

旬

に

山

名

蔵

を

取

り

囲

む

よ

う

に

足

場

を

組

ん

で

、

月

末

に

か

け

て

作

業

に

あ

た

っ

て

も

ら

い

ま

し

た

。

作

業

に

か

か

っ

て

み

る

と

、

今

ま

で

余

り

気

づ

か

な

か

っ

た

壁

の

ヒ

ビ

や

亀

裂

の

多

さ

に

驚

い

た

次
第
で
す
が
、
壁
の
洗
浄
、
ヒ
ビ
・

欠

落

の

補

修

、

表

面

の

塗

装

と

丁

寧

に

作

業

し

て

い

た

だ

き

、

今

後

も

長

期

間

に

わ

た

り

現

状

を

保

つ

こ

と

が

出

来

れ

ば

と

願

っ

て

い

ま

す

。

（

当

事

業

の

決

算

書

は

Ｐ

６

を
ご
参
照
下
さ
い
。
）

山
名
赤
松
供
養
塔
由
緒
碑
修
理

尚

、

竹

田

城

に

あ

り

ま

す

「

山

名

赤

松

供

養

塔

」

に

つ

い

て

で

す

が

、

こ

ち

ら

も

平

成

元

年

に

建

立

さ

れ

て

30
年

の
歳

月

が

経

過
し

、

敷

地

内

に

あ

る

供

養

塔

の

説

明

を

刻

ん

で

い

る

由

緒

碑

が

前

方

に

倒

れ

か

か

っ

て

居

り

ま

し

た

の

で

、

山

名

蔵

の

修

繕

事

業

の

一

環

と

し

て

処

理
し

工

事

代
金

12
万

円
を

当

事

業

会

計

か

ら

支

出

処

理

を

さ

せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

山
名
蔵
修
繕
事
業

ご
協
力
者
ご
芳
名

合
計

金
93
万
５
千
円
也

ご
協
力
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
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竹田城・山名赤松供養塔敷地内
左：傾いている由緒碑、右：修理の様子。

外
装
塗
装
前
（
上
）
と
、
塗
装
後
（
下
）
の

ナ
マ
コ
壁
部
分

修繕・再塗装が完了した山名蔵。 足場を組んで修理中の様子。

協力者名
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山
名
美
和
子
著
『
本
能
寺
前
夜
』

来
年
の
大
河
ド
ラ
マ
は
明
智
光
秀
を
主
人

公
と
し
た
も
の
ら
し
い
で
す
が
・
・
・

昨
年
山
名
会
に
入
会
さ
れ
ま
し
た
作
家
の

山
名
美
和
子
先
生
が
こ
の
度
、
明
智
光
秀
に

関
す
る
ご
本
を
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
。

近
年
明
ら
か
に
な
っ
た
事
柄
を
踏
ま
え
て
、
旧
来

の
光
秀
像
と
は
異
な
る
人
物
像
を
描
き
出
さ
れ
て
い

ま
す
。
大
河
ド
ラ
マ
の
ご
参
考
に
是
非
一
冊
。

内
容
紹
介
（
「BOOK

」
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
）

明
智
光
秀
は
、
な
ぜ
信
長
を
討
っ
た
の
か
。
光
秀

に
つ
い
て
残
る
史
料
は
多
く
な
い
。
光
秀
単
独
の
決

断
か
、
そ
れ
と
も
黒
幕
が
い
た
の
か
…
本
能
寺
の
変

は
謎
に
満
ち
て
お
り
、
動
機
に
つ
い
て
は
五
〇
を
超

え
る
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
。
本
書
は
、
近
年
再
考

さ
れ
て
き
た
新
た
な
提
起
に
も
焦
点
を
あ
て
、
光
秀

の
知
ら
れ
ざ
る
生
涯
、
信
長
の
重
臣
と
し
て
の
名
将
・

名
奉
行
の
業
績
、
本
能
寺
の
変
以
前
の
苦
悩
を
丹
念

に
追
い
、
光
秀
の
真
の
姿
や
内
面
に
迫
る
。

書 籍 紹 介

『本能寺前夜』
（ＳＢ新書￥９１３）

令和２年度山名会予算書（上）と山名蔵外装修繕事業の決算書（下）

編
集
後
記

令
和
元
年
の
山
名
会
総
会
が
無

事
終
了
し
ま
し
た
。

今
回
は
皆
さ

ん
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
山
名
蔵

修
繕
事
業
の
仕
上
が
り
具
合
を
見

て
も
ら
う
意
味
合
い
も
あ
っ
て
、

但
馬
を
会
場
と
し
ま
し
た
が
、

交

通
の
便
が
悪
く
参
加
の
皆
さ
ん
に

は
朝
早
く
か
ら
の
出
発
で
ご
苦
労

を
か
け
ま
し
た
。

山
名
蔵
修
繕
事
業
に
つ
い
て
は
、

会
員
の
皆
さ
ん
か
ら
合
計
で

93
万

円
も
の
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ

き
、

安
心
し
て
工
事
を
発
注
す
る

こ
と
が
出
来
、

総
会
参
加
の
方
々

に
は
確
認
い
た
だ
い
た
如
く
山
名

蔵
が
新
築
当
時
の
外
観
に
甦
り
ま

し
た
。

そ
れ
と
、
今
回
は
確
認
い
た
だ

く
時
間
が
無
か
っ
た
の
で
す
が
、

竹
田
城
内
の
山
名
赤
松
供
養
塔
の

由
緒
碑
の
修
理
も
行
っ
て
お
り
ま

す
。

結
果
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、

山
名
蔵
修
繕
の
事
業
が
有
り
、

皆

様
か
ら
の
ご
寄
付
を
い
た
だ
い
て

い
た
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
の
で
、

こ
ち
ら
の
修
理
も
問
題
な
く
実
施

で
き
ま
し
た
。
事
務
局
と
し
て
は
、

有
り
難
い
限
り
で
す
。

さ
て
、
次
回
の
総
会
は
如
何
い

た
し
ま
し
ょ
う
か
？
ま
だ
具
体
的

な
案
を
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

皆
様
の
ご
希
望
や
ご
意
見
な
ど

が
御
座
い
ま
し
た
ら
、
事
務
局
や

役
員
等
に
ア
ド
バ
イ
ス
願
え
ま
し

た
ら
幸
い
で
す

。

山名会予算書

山名蔵外装修繕事業の
決算書


