
人財
たから

輝く
我が福

ま　ち

島町

　

文
化
庁
長
官
か
ら
文
化
財
指
定
証
書

を
受
け
取
っ
た
時
、
改
め
て
「
と
て
も

重
要
な
こ
と
で
あ
る
」
と
再
認
識
し
ま

し
た
。
念
願
が
叶
い
嬉
し
く
思
い
ま
し

た
が
、
同
時
に
そ
れ
以
上
の
重
圧
を
感

じ
ま
し
た
。
今
後
、
我
々
の
舞
う
松
前

神
楽
は
国
が
指
定
し
た
重
要
無
形
民
俗

文
化
財
で
あ
る
と
い
う
視
点
で
視
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
国
指
定
と

い
う
大
き
な
冠
に
恥
じ
ぬ
よ
う
、
今
後

一
層
研け
ん

鑽さ
ん

に
励
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
そ
れ
ば
か
り
を
意
識

し
『
松
前
神
楽
』
の
表
現
す
る
“
道
徳

心
”
や
、
神
や
自
然
を
敬
う
人
々
の
思

い
な
ど
の
“
本
義
”
を
忘
れ
る
こ
と
な

く
、
維
持
継
承
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
今
ま
で
、
我
々
の
神
楽
に
向

き
合
う
姿
勢
に
反
省
は
あ
っ
て
も
、
後

悔
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
未
だ
未

熟
で
あ
る
こ
と
を
常
に
心
に
留
め
、『
福

島
町
の
松
前
神
楽
』
に
深
い
思
い
を
寄

せ
て
く
だ
さ
り
、
陰
日
向
と
な
っ
て
支

え
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
を
落
胆
さ
せ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
今
回
の
国
指
定
が
後
押
し
と

な
り
、『
松
前
神
楽
』
が
福
島
町
の
活

性
化
に
繋
が
れ
ば
、
こ
の
上
な
い
幸
せ

で
す
。

問
３
．�

演
目
や
楽
器
が
複
数
あ

り
大
変
だ
と
思
い
ま
す

が
、
ど
の
よ
う
に
練
習

し
て
い
る
の
で
す
か
？

問
６
．�『
松
前
神
楽
』
が
国
の
重
要

無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
ま
し
た
が
、
今
の
心

境
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

主
に
、
先
代
宮
司
に
師
事
し
て
い
た

お
弟
子
さ
ん
か
ら
教
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

過
去
に
収
録
さ
れ
た
映
像
を
参
考
に
自

主
練
習
も
行
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
相
当
数
の
演
目
全
て
を
把
握
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
基
本
に
立
ち
返
り
、

祖
父
の
著
書
「
正
統
松
前
神
楽
」
を
参

考
と
し
て
研
究
し
、
皆
で
の
練
習
も
し

ま
す
。

　

ま
た
、『
松
前
神
楽
』
に
は
そ
も
そ

も
楽
譜
な
る
も
の
が
存
在
し
ま
せ
ん
。

笛
や
太
鼓
は
音
源
を
ひ
た
す
ら
聴
き
、

次
に
身
体
に
教
え
込
み
、
最
終
的
に
皆

で
合
わ
せ
練
習
を
行
い
ま
す
。
一
演
目

に
関
し
、
舞
・
大
太
鼓
・
小
太
鼓
・
笛

を
そ
れ
ぞ
れ
習
得
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
し
て
、
舞
手
は
楽
に
、
楽
は

舞
手
に
注
意
を
払
い
、
一
つ
の
演
目
が

成
立
し
ま
す
。
舞
手
と
楽
人
の
呼
吸
が

合
っ
た
神
楽
を
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

▲楽器の音色を披露する
　松前神楽保存会の皆さん
　（千軒そばの花鑑賞会）

問
５
．�『
松
前
神
楽
』を
通
し
て
、

や
り
が
い
を
感
じ
る
こ

と
は
何
で
す
か
？

　

神
楽
に
昔
か
ら
慣
れ
親
し
ん
で
い
る

方
々
が
、
私
た
ち
の
演
じ
る
『
松
前
神

楽
』
を
懐
か
し
そ
う
に
ご
覧
に
な
っ
て

い
た
り
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
演
奏
を
聴
い

て
、
足
で
リ
ズ
ム
を
取
ら
れ
て
い
た
り

し
て
い
て
印
象
的
で
し
た
。
ま
た
、「
見

て
い
て
と
て
も
楽
し
か
っ
た
」「
小
さ

い
頃
か
ら
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
神
楽
だ
」

と
い
う
お
声
を
頂
く
と
、
嬉
し
く
も
大

変
あ
り
が
た
く
感
じ
ま
す
。

　
『
松
前
神
楽
』
は
神
様
に
捧
げ
る
も

の
で
す
が
、
た
く
さ
ん
の
方
々
に
見
て

楽
し
ん
で
い
た
だ
き
、
楽
し
そ
う
な
表

情
や
お
褒
め
の
お
言
葉
を
い
た
だ
く
と
、

自
身
の
戒
め
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
共

に
、や
は
り
強
い
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
。

▲「鬼
き

形
かた

舞」
　（千軒そばの花鑑賞会）

　

神
楽
の
な
い
地
域
と
は
違
い
、『
松

前
神
楽
』
が
根
付
い
て
い
る
地
域
は
、

祭
り
を
始
め
、
様
々
な
行
事
に
神
楽
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
神
楽
を

二
の
次
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
現
実

が
あ
り
ま
し
た
。

　

長
年
保
存
会
に
所
属
し
て
い
た
ベ
テ

ラ
ン
が
様
々
な
理
由
で
引
退
さ
れ
る
中
、

現
在
は
わ
ず
か
８
人
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
最
年
長
者
が
私
で
最
年
少
者
が
小

学
生
と
、
平
均
年
齢
が
大
変
若
い
保
存

会
で
す
。
先
代
宮
司
の
時
か
ら
の
心
強

い
お
弟
子
さ
ん
が
い
る
と
は
い
え
、
限

ら
れ
た
人
数
で
、
決
し
て
容
易
で
は
な

い
技
術
の
習
得
と
維
持
継
承
は
、
常
に

克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ

り
ま
し
た
。
技
術
の
取
得
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
楽
人
と
舞
手
が
一
つ
と
な
っ

て
格
式
の
高
い
神
楽
と
な
り
ま
す
。
今

ま
で
も
こ
れ
か
ら
も
、
時
間
を
有
効
に

活
用
し
、
研け
ん

鑽さ
ん

に
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
再
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

問
４
．�『
松
前
神
楽
』
の
練
習

を
す
る
上
で
、大
変
だ
っ

た
こ
と
は
何
で
す
か
？ ▲「二

に

羽
わ

散
さ

米
ご

舞」
　　（殿様街道探訪ウォーク）
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