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第 108 回島田大祭
一街屋台上踊りの様子

伝
統
を
受
け
継
ぎ
、末
永
く
島
田

大
祭
を
守
り
た
い

　
３
年
に
１
度
の
島
田
大
祭
を
前

に
、祭
り
の
言
い
伝
え
を
記
録
し

た「
島
田
の
帯
ま
つ
り 

練
る
・
舞

う・奴
振
り・踊
る
」が
、島
田
大
祭

史
研
究
会
か
ら
出
版
さ
れ
ま
し

た
。
会
長
の
堀
江
さ
ん
は
、次
世

代
に
大
祭
の
文
化
を
残
そ
う
と
、

伝
承
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

【
言
い
伝
え
を
１
冊
に
】

　

40
年
以
上
前
か
ら
、大
祭
に
参

加
し
て
き
た
堀
江
さ
ん
。
時
代
と

と
も
に
、祭
り
の
あ
り
方
や
、そ
れ

を
支
え
る
人
た
ち
の
変
化
を
感
じ

て
い
る
と
い
い
ま
す
。

　
「
昔
と
比
べ
て
、祭
り
に
参
加
す

る
若
い
人
が
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
い

ま
す
。原
因
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、

自
分
た
ち
を
振
り
返
っ
て
み
る
と

『
こ
れ
ま
で
、大
祭
の
こ
と
を
若
い

世
代
に
き
ち
ん
と
伝
え
て
こ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
』
と
疑
問
に
思
い
ま

し
た
。
そ
こ
で
、大
祭
の
関
係
者

か
ら
話
を
聞
く
講
座
「
ふ
る
さ
と

の
民
俗
を
語
る
会
」
を
約
12

年
間
に
わ
た
り
開
催
。
会
は

盛
況
で
、多
く
の
人
が
関
心

を
持
っ
て
聞
い
て
く
れ
ま

し
た
。
そ
こ
で
、語
り
手

の
話
を
、１
冊
に
ま
と
め
た
も
の

を
出
版
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

祭
り
の
長
い
歴
史
の
中
で
も
、初

め
て
の
試
み
で
し
た
」

【
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
ラ
イ
ド
】

　

島
田
大
祭
が
奇き

さ
い祭

と
呼
ば
れ

る
由
縁
は
、「
街が

い

」と
い
う
そ
れ
ぞ

れ
の
町
内
が
強
い
こ
だ
わ
り
を

持
っ
て
祭
り
を
運
営
し
、「
他
街

と
折
衝
で
き
る
の
は
応
接
権
を

持
つ
人
だ
け
」
と
い
う
点
で
は
な

い
か
と
堀
江
さ
ん
は
考
え
ま
す
。

　
「
私
は
ず
っ
と
一
街
で
祭
り
に

携
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、他
街
が

ど
ん
な
価
値
観
で
祭
り
に
取
り
組

ん
で
い
る
の
か
、全
く
知
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
き
た
り
や
課
題
な

ど
、語
る
会
で
初
め
て
聞
く
話
も

多
く
、各
街
で
こ
ん
な
に
違
う
も

の
か
と
驚
き
ま
し
た
よ
。
こ
れ
が

島
田
大
祭
の
大
き
な
特
徴
で
は
あ

る
け
れ
ど
、『
こ
の
ま
ま
で
は
担
い

手
不
足
と
い
う
全
街
共
通
の
課
題

解
決
は
難
し
い
』と
感
じ
ま
し
た
」

【
次
世
代
に
伝
承
す
る
た
め
に
】

　

堀
江
さ
ん
は
、将
来
の
担
い
手

を
確
保
す
る
た
め
、今
何
が
で
き

る
か
考
え
る
き
っ
か
け
と
し
て
、

今
回
の
出
版
を
決
心
し
ま
し
た
。

　
「
こ
の
本
は
、伝
承
の
ヒ
ン
ト
に

な
る
よ
う
に
と
書
い
た
も
の
。
担

い
手
不
足
は
、一
朝
一
夕
で
解
決

す
る
も
の
で
は
な
い
し
、私
一
人

で
解
決
で
き
る
問
題
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
本
を
読
ん
だ
多
く
の

人
が
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
っ
て
、

一
つ
ず
つ
実
行
し
、少
し
ず
つ
効

果
が
出
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
」

　

元
禄
時
代
か
ら
続
く
大
祭
を

現
代
で
続
け
る
た
め
に
は
、人
も

祭
り
も
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、と
堀
江
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　
「
今
は
市
内
の
学
校
に
出
向
き
、

生
徒
の
大
祭
参
加
を
お
願
い
し
た

り
、出
前
講
座
を
行
っ
た
り
し
て

い
ま
す
。
子
ど
も
の
う
ち
か
ら
参

加
す
る
こ
と
で
、地
域
と
の
関
わ

り
を
持
つ
良
い
き
っ
か
け
に
な
り

ま
す
よ
。
時
代
に
合
わ
せ
、伝
統

と
し
て
受
け
継
ぐ
と
こ
ろ
と
、変

え
て
い
く
と
こ
ろ
を
選
び
、次
世

代
に
何
を
残
す
べ
き
か
を
、み
ん

な
で
考
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

　
伝
統
の
帯
や
衣
装
が
華
や
か
な

島
田
大
祭
。
末
永
く
祭
り
が
続
く

よ
う
、堀
江
さ
ん
は
将
来
を
見
据

え
、次
世
代
に
魅
力
を
伝
え
て
い

き
ま
す
。

島田大祭史研究会・保存振興会 会長

堀
ほ り え

江良
よ し の り

則さん（本通一丁目）


