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神し
ん
ぽ
う
ざ
ん

宝
山
八は
ち
ま
ん
ぐ
う

幡
宮
は
、
美
都
町
仙せ
ん
ど
う道

の

小
高
い
丘
の
上
に
位
置
し
ま
す
。
鳥
居

の
あ
た
り
か
ら
は
、
仙
道
地
域
を
見
渡

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

丘
の
上
に
長
い
参
道
が
あ
り
、
そ

の
突
き
当
た
り
の
階
段
を
上
が
る
と
、

鬱う
っ
そ
う蒼
と
し
た
木
々
の
中
に
神
殿
が
た
た

ず
み
、厳お
ご
そか

な
空
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

神
殿
の
左
右
に
は
摂せ
っ
し
ゃ社

（
境け
い
だ
い内

に
あ
わ

せ
て
祀
ら
れ
て
い
る
神
社
）
が
6
つ
も

あ
り
ま
す
。
階
段
を
下
り
る
と
、
神
殿

に
向
か
っ
て
左
手
に
弾
丸
の
形
を
し
た

忠ち
ゅ
う
こ
ん
ひ

魂
碑
が
、
右
手
に
神か
ぐ
ら
で
ん

楽
殿
が
あ
り
ま

す
。
神
楽
殿
に
は
天て
ん
じ
ょ
う
え

井
絵
や
絵え
ま馬

が
あ

り
ま
す
。

　

永え
い
と
く徳

3（
1
3
8
3
）年
の
益
田
兼か
ね
み見

の
置お
き
ぶ
み文
（
家
訓
）
に
は
東
仙
道
八
幡
宮

と
あ
り
、
そ
の
放ほ
う
じ
ょ
う
え

生
会
（
捕
獲
し
た
魚

や
鳥
獣
を
野
に
放
し
、
殺
生
を
戒
め
る

宗
教
儀
式
）
の
い
ろ
い
ろ
な
役
目
は
、

昔
か
ら
「
両り
ょ
う
せ
ん
ど
う

山
道
」（
現
在
の
東
仙
道
と

北
仙
道
）
の
人
々
が
務
め
て
き
た
こ
と

で
あ
り
、
今
後
も
き
ち
ん
と
務
め
る
べ

き
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、同
じ
く
兼
見
の
置
文
に
は
、益

田
氏
ら
御み
か
も
と
神
本
一
族
の
氏
神
の
臼う
す
く
ち口
大

明
神
が
、兼
見
の
祖
父
兼か
ね
ひ
ろ弘
に
よ
り
、鎌

倉
時
代
の
後
半
に
東
仙
道
に
勧か
ん
じ
ょ
う請（
神

様
を
招
く
こ
と
）
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
当
時
は
神
宝
山
八
幡
宮
と
は

別
の
場
所
で
し
た
が
、
現
在
は
神
宝
山

八
幡
宮
に
合
祀
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

氏
神
が
東
仙
道
に
勧
請
さ
れ
た
の

は
、
当
時
の
益
田
氏
が
東
仙
道
を
本
拠

と
し
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
実
際
、東
仙
道
に
は
、官か
ん
が衙
（
古

代
国
家
の
役
所
）
や
そ
の
関
係
施
設
と

考
え
ら
れ
る
遺
跡
（
酒さ
か
や
ば
ら

屋
原
遺
跡
、
下し
も

都つ
も
ば
ら

茂
原
遺
跡
）
や
、
高
級
な
輸
入
陶
磁

器
や
石
塔
が
出
土
し
有
力
者
の
館
跡
と

推
測
さ
れ
る
遺
跡（
東
仙
道
土ど
い居
遺
跡
）

が
あ
り
ま
す
。

　

神
宝
山
八
幡
宮
に
参
拝
し
、
丘
の
上

か
ら
仙
道
地
域
を
見
渡
し
た
後
は
、
麓

の
地
域
も
ぜ
ひ
散
策
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。

場 

美
都
町
仙
道
1
7
8
7

石
見
交
通
バ
ス
都
茂
線

久
保
坂
バ
ス
停
徒
歩
7
分

日本遺産のまち益田の歩き方

　　  第 17 回 　 神
しんぽうざん

宝山八
はちまんぐう

幡宮

東 仙 道 の 景 観

　

市
で
は
「
ひ
と
づ
く
り
」
を
重
要
な
要
素
と

し
て
「
ひ
と
づ
く
り
推
進
本
部
」
を
設
置
し
、

3
つ
の
部
会
で
取
組
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
「
産
業
の
担
い
手
」
部
会
を
担
当
す

る
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー
に
所
属
す
る
若
手
職
員

が
、
取
組
内
容
の
紹
介
と
「
ひ
と
づ
く
り
」
に

対
す
る
想
い
を
語
り
ま
す
。

 

ひ
と
づ
く
り
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
取
組

を
担
当
し
て
い
ま
す
か

　

全
国
的
に
、
都
市
部
で
就
労
す
る
方
が
多

い
中
で
、
益
田
で
働
く
こ
と
を
選
ぶ
若
者
も
い

ま
す
。
市
で
は
、
益
田
で
働
く
若
者
が
益
田
の

魅
力
を
肌
で
感
じ
、
そ
の
魅
力
と
自
分
の
仕
事

や
会
社
の
関
わ
り
を
知
る
こ
と
で
、
よ
り
い
き

い
き
と
働
き
、
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

支
援
す
る
た
め
、
新
入
社
員
研
修
「M

asuda　

no　

D
ouki

（
益
田
の
同
期
）」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
私
は
、
こ
の
研
修
の
企
画
運
営
を
担
当

し
て
い
ま
す
。

 

ひ
と
づ
く
り
の
取
組
に
対
す
る
想
い
を
教

え
て
く
だ
さ
い

　

厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば

「
新
社
会
人
の
3
人
に
1
人
は
3
年
以
内
に
仕

事
を
辞
め
る
」
状
況
に
あ
り
ま
す
。
私
が
最
初

に
就
職
し
た
会
社
で
は
、
同
期
入
社
の
社
員
も

年
齢
が
近
い
先
輩
も
お
ら
ず
、
常
に
孤
立
感
を

抱
え
て
い
ま
し
た
。
徐
々
に
「
辞
め
た
い
」
と

思
う
よ
う
に
な
り
、
結
果
的
に
は
辞
め
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　

も
し
も
、そ
の
頃

に
「M

asuda no 
D

ouki

」
研
修
の

よ
う
な
、
同
じ
益

田
で
働
く
同
年
代

の
若
者
が
悩
み
を

共
有
で
き
る
場
が

あ
れ
ば
、
結
果
は

違
っ
て
い
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
は
、こ
の
自
分
の
体
験
か
ら
、

益
田
で
働
く
こ
と
を
選
ん
だ
若
者
の
サ
ポ
ー
ト

を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
研
修
参
加
者
が
、

将
来
、
益
田
の
企
業
を
担
う
次
世
代
の
経
営
幹

部
や
経
営
者
と
し
て
活
躍
し
て
く
れ
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
取
組
ん
で

い
き
た
い
で
す
か

　

こ
の
研
修
は
、
今
年
度
か
ら
始
め
た
取
組
で

す
。
初
年
度
の
参
加
者
を
一
期
生
と
位
置
づ
け
、

ま
ず
は
一
期
生
ど
う
し
の
つ
な
が
り
を
深
め
「
横

の
つ
な
が
り
」
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形

成
し
ま
し
た
。
今
後
は
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
ど
う
広
げ
、
深
め
て
い
く
の
か
が
課
題
と
考

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
新
た
に
誕
生
す
る
二

期
生
・
三
期
生
と
は
、
先
輩
後
輩
と
し
て
の
「
縦

の
つ
な
が
り
」
を
深
め
る
こ
と
を
意
識
し
、
取

組
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
ひ
と
が
育
つ
ま
ち
益
田
」の
実
現
に
向
け
て

    

～「
ひ
と
づ
く
り
」の
取
組
と
若
手
職
員
の
想
い
～

Vol. 2

臼口大明神が
勧請された地
　　 ●

神宝山八幡宮
中世の東仙道八幡宮
現在は臼口大明神も合祀
　　　●

至益田

下都茂
原遺跡

酒屋原遺跡

益田川

●東仙道土居遺跡

「Masuda no Douki」研修参加者


