
祭
り
の
由
来
と

歴
史

明治初期以降の飯田町燈籠山祭り
当時飯田町は７町内からなり、７基すべてが燈籠山でした。兵隊など、軍事色の濃い

人形も飾られたりと、その時代の世相を反映した人形題材であったようです。この頃

は人形評議審査がなされ、順位が発表されるなど見物人の楽しみとなっていました。

各町内は競い合い、からくりで作動するものも作られたと伝えられています。大正時

代に入ると、町内の電線架設に伴い、燈籠山はその高さを制限されることとなり、屋

台と地山を残し姿を消こととなります。屋台と地山だけとなった曳山は、その屋根に

開いた穴を隠すように、竹で作った桜の花飾りがつけられたり、下ろした人形を曳山

の前に飾ったりと、燈籠山を惜しみながらの祭りでありましたが、時代とともに人形

も作られなくなります。その代わりに、曳山の前に舞台を組んでの踊りが興じられ、

子ども踊りがより盛んになっていきました。

昔の吾妻町山車
吾妻町は漁師町のため、燈籠山人形を飾らなくなった後、大漁旗を

掲げていました。

吾妻町から飯田町の中心部までは橋を通らなければならず、若山川

下流に位置する吾妻橋を避け、川を横断している様子です。

海に入った歴史があるため、地山部分の劣化が激しく、近年修理さ

れています。

歴
史
と
文
化
が
今
も
色
褪
せ
な
い
町

　

燈
籠
山
祭
り
は
能
登
半
島
最
先
端
の
珠
洲
市
飯
田
町
に
鎮
座
す
る
春
日
神
社
の
祭
礼
で
、

そ
の
起
源
は
江
戸
時
代
の
寛
永
年
間
初
期
（
一
六
二
五
年
頃
）
に
遡
り
ま
す
。
神
事
と
し

て
は
「
お
す
ず
み
祭
り
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。

　

春
日
神
社
で
は
、
７
月
19
日
に
前
夜
祭
、
20
日
に
本
祭
並
び
に
神
輿
渡
御
、
燈
籠
山
巡

行
の
神
事
、
21
日
に
は
氏
子
全
域
へ
の
燈
籠
山
巡
行
が
斎
行
さ
れ
ま
す
。
社
伝
に
よ
れ

ば
、
寛
永
年
間
の
初
期
、
土
用
入
り
の
暑
さ
が
は
な
は
だ
し
い
頃
に
、
春
日
神
社
の
御
祭

神
「
天あ
め
の
こ
や
ね
の
み
こ
と

児
屋
根
命
」
を
は
じ
め
七
柱
の
神
々
に
夕
涼
み
に
お
出
ま
し
願
っ
た
の
が
始
ま
り

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

往
時
、
氏
子
の
人
々
は
高
張
提
灯
や
デ
ン
ガ
ク
燈
籠
に
灯
り
を
と
も
し
て
大
勢
賑
や
か

に
供ぐ
ぶ奉

し
て
神
社
へ
の
送
迎
を
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
デ
ン
ガ
ク
燈
籠
が
時

代
と
と
も
に
絢
爛
豪
華
に
発
展
し
、
現
在
の
曳
山
、
い
わ
ゆ
る
燈
籠
山
と
言
わ
れ
る
巨
大

な
山
車
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
祭
り
が
「
燈
籠
山
祭
り
」
と
も
言
わ
れ
る
由
縁
で
す
。
こ

の
祭
り
で
の
神
様
の
渡
御
は
、
一
般
的
な
普
通
の
神
輿
で
は
な
く
、
榊さ
か
き
み
こ
し

神
輿
と
呼
ば
れ
る

白
木
造
り
の
台
車
に
六
尺
程
度
の
榊
を
立
て
、
そ
れ
を
神ひ
も
ろ
ぎ籬

と
し
て
お
出
ま
し
に
な
り
ま

す
。
そ
の
巡
行
経
路
も
春
秋
の
大
祭
の
よ
う
に
氏
子
区
域
全
体
を
ま
わ
る
形
式
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
海
岸
近
く
に
御
仮
屋
を
設
営
し
、
そ
こ
を
御
旅
所
と
し
て
夕
刻
に
渡
御
、
そ
し

て
御
旅
所
で
の
神
事
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
神
事
の
中
で
、
必
ず
大
お
お
は
ら
え
の
こ
と
ば

祓
詞
を
奏
上
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
「
お
す
ず
み
祭
り
」
の
特
徴
を
最
も
表
し
て
い
る
点
で
、

海
辺
へ
の
お
出
ま
し
と
大
祓
詞
奏
上
、ま
さ
に
神
様
と
氏
子
の
禊み
そ
ぎ・

祓は
ら
えな

の
で
す
。こ
の「
お

す
ず
み
祭
り
」
は
神
様
の
夕
涼
み
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
、
根
底
に
は
禊み
そ
ぎ・

祓は
ら
えの

信
仰

が
根
付
い
た
祭
り
で
あ
り
、
罪
・
穢
を
お
祓
い
す
る
神
事
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の

よ
う
な
慣
わ
し
は
能
登
半
島
の
多
く
の
神
社
で
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
６
月
晦
日
の
大
祓

が
行
わ
れ
な
い
理
由
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

※
大
祓
は
６
月
晦
日
と
12
月
大
晦
日
の
年
２
回
行
わ
れ
る
古
来
よ
り
の
神
社
の
儀
式
で
す
。
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