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【問い合わせ先】 
益田の歴史文化を活かした観光拠点づくり実行委員会
文責：市文化財課　☎ 31-0623

　

松し
ょ
う
り
ゅ
う
ざ
ん

龍
山
泉せ
ん
こ
う
じ

光
寺
は
、
浄じ
ょ
う
ど土

真し
ん
し
ゅ
う宗

本ほ
ん
が
ん
じ
は

願
寺
派
の
寺
院
で
、
現
在
の
所
在
地
は

昭
和
町
で
す
が
、
か
つ
て
は
現
在
地
か
ら

東
へ
約
5
0
0
ｍ
の
三み
や
け宅
御お
ど
い
土
居（
三
宅

町
）
の
地
に
あ
っ
て
、
そ
の
故
地
を
守
り

続
け
て
き
ま
し
た
。

　

由ゆ
い
し
ょ緒

に
創
建
の
経
緯
が
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
関
ヶ
原
の
合
戦
後
に
益

田
氏
が
益
田
を
去
っ
た
後
、
益
田
に
残
っ

た
旧
臣
の
高
橋
氏
、
増
野
氏
、
中
村
氏
ら

五
家
が
鬼お
に

村む
ら

祐ゆ
う
こ
う光
に
「
浄
土
真
宗
の
寺
院

を
創
建
し
、
僧
侶
と
な
っ
て
真
宗
を
広
め

て
ほ
し
い
。
そ
う
す
れ
ば
そ
の
門
徒
に
な

る
」
と
依
頼
し
ま
し
た
。
三
宅
御
土
居
の

跡
に
は
、
天
て
ん
し
ょ
う正

3
（
1
5
7
5
）
年
に
益

田
氏
が
創
建
し
た
阿あ
み
だ
ど
う

弥
陀
堂
が
あ
り
、
益

田
氏
の
先
祖
の
「
御み
た
ま
や
魂
屋
」
と
さ
れ
て
い

て
、
こ
れ
を
も
と
に
寺
院
を
創
建
し
て
ほ

し
い
と
い
う
の
で
す
。
鬼
村
祐
光
は
本
願

寺
に
参
っ
て
、十
二
代
門も
ん
し
ゅ主
の
准
じ
ゅ
ん
に
ょ如
上
し
ょ
う
に
ん人

か
ら
泉
光
寺
の
寺
号
と
釈
し
ゃ
く

祐ゆ
う

念ね
ん

の
法ほ
う
み
ょ
う名を

も
ら
い
、
出
家
し
ま
し
た
。
鬼
村
は
弓
の

名
手
で
剛
力
だ
っ
た
こ
と
か
ら
呼
ば
れ
た

名
で
、
本
名
は
木
村
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

平
成
16
（
2
0
0
4
）
年
に
三
宅
御

土
居
跡
が
七な
な
お尾
城じ
ょ
う
あ
と
跡
と
と
も
に
益ま
す
だ田
氏し

城じ
ょ
う
か
ん館
跡あ
と

と
し
て
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
泉
光
寺
は
、
市
の

「
歴
史
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
計
画
」

の
方
針
を
尊
重
し
移
転
を
決
断
、
平
成
23

（
2
0
1
1
）年
に
移
転
が
完
了
し
ま
し
た
。

　

泉
光
寺
に
は
、
県
指
定
文
化
財
の
釈し
ゃ
か迦

十じ
ゅ
う
ろ
く

六 

善ぜ
ん
し
ん
ぞ
う

神
像
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
釈

迦
如
来
と
普ふ
げ
ん
ぼ
さ
つ

賢
菩
薩
・
文も
ん
じ
ゅ殊
菩
薩
、
そ
し

て
十
六
善
神
が
描
か
れ
て
お
り
、
15
世
紀

の
作
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
裱ひ
ょ
う
ぐ具
に
あ

る
墨ぼ
く
し
ょ書

に
は
「
十
六
善
神　

石
州
益
田

勝し
ょ
う
た
つ
じ

達
寺
常
じ
ょ
う
じ
ゅ
う住
再さ
い
こ
う興
良り
ょ
う
そ
ん尊　

于と
き
に時
延え
ん
ぽ
う宝

元
年
癸
み
ず
の
と

丑う
し

八
月
吉
日
」
と
あ
り
、
も
と

は
か
つ
て
染
羽
町
に
あ
っ
た
勝
達
寺
が
所

蔵
し
、
延
宝
元
（
1
6
7
3
）
年
に
修
復

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

勝
達
寺
は
、
染そ
め
は羽
天あ
め
の
い
わ
か
つ

石
勝
神
社
と
一

体
で
あ
っ
た
寺
院
で
す
が
、
明
治
時
代
の

神し
ん
ぶ
つ仏
分ぶ
ん
り離
に
よ
り
廃
絶
し
ま
し
た
。
釈
迦

十
六
善
神
像
は
、
そ
の
歴
史
を
伝
え
る
遺

宝
の
一
つ
で
す
。

場 

昭
和
町
5
番
5
号

石
見
交
通
バ
ス
各
路
線
の
バ
ス

幸
町
バ
ス
停
か
ら
徒
歩
5
分

泉光寺

日本遺産のまち益田の歩き方

　　　第 11 回 　 泉
せんこうじ

光寺

【 問い合わせ先 】　市観光交流課　 ☎ 31-0331

毎年 5月20日は「石見神楽の日」！　

　市では、石見神楽を活用したまちづくりの推進等を図るため、令和3年5月11日に「石見神楽の日」を制定し、
毎年 5月20日を「石見神楽の日」としました。

　「石見神楽の日」制定を記念して、
5月20日㈭に懸垂幕掲揚式を開催
しました。
　小雨が降る中、石見神楽デザイン
のラッピングタクシーで駆けつけた
恵比寿さまや鬼たちも参加して懸垂
幕を掲揚しました。

　石見神楽の保存や活用に向けた将来ビジョンの検討を行なった市民グループからの提言を機に、石見神楽を活用した
まちづくりの推進と、地域への誇りと愛着の醸成を目的として「石見神楽の日」を制定しました。石見地域で伝承され
る神楽をテーマにしたストーリー「神々や鬼たちが躍動する神話の世界～石見地域で伝承される神楽～」が日本遺産に
認定された日（令和元年 5 月 20 日）にあわせ、5 月 20 日を「石見神楽の日」としました。

市役所本庁舎に「石見神楽の日」制定記念懸垂幕を掲揚！

「石見神楽の日」とは


