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信州まつもと
空港

令
和
四
壬
寅
年

【
諏
訪
大
社
式
年
造
営
御
柱
大
祭
】

　

諏
訪
大
社
は
、長
野
県
の
諏
訪
の
周
辺
に
４
箇
所
の
境

内
地
を
も
つ
神
社
で
す
。

　

信
濃
國
一
之
宮
。神
位
は
正
一
位
。全
国
各
地
に
あ

る
諏
訪
神
社
の
総
本
社
で
あ
り
、国
内
に
あ
る
最
も
古
い

神
社
の
一
つ
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

諏
訪
大
社
の
歴
史
は
大
変
古
く
古
事
記
の
中
で
は
出

雲
を
舞
台
に
国
譲
り
に
反
対
し
て
諏
訪
ま
で
や
っ
て
き

て
、そ
こ
に
国
を
築
い
た
と
あ
り
、ま
た
日
本
書
紀
に
は

持
統
天
皇
が
勅
使
を
派
遣
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

諏
訪
大
社
の
特
徴
は
、本
殿
と
呼
ば
れ
る
建
物
が
あ

り
ま
せ
ん
。古
代
の
神
社
に
は
社
殿
が
な
か
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。諏
訪
大
社
は
そ
の
古
く
か
ら
の
姿
を
残
し

て
お
り
、秋
宮
は
一
位
の
木
を
春
宮
は
杉
の
木
を
御
神

木
と
し
、上
社
は
御
山
を
御
神
体
と
し
て
、自
然
の
ま
ま

の
形
で
拝
し
て
お
り
ま
す
。

　

諏
訪
明
神
は
古
く
は
風・
水
の
守
護
神
で
五
穀
豊
穣

を
司
る
神
。ま
た
武
勇
の
神
と
し
て
広
く
信
仰
さ
れ
、現

在
は
生
命
の
根
源・生
活
の
源
を
守
る
神
と
し
て
御
神
徳

は
広
大
無
辺
で
、多
く
の
方
が
参
拝
に
訪
れ
ま
す
。

　

七
年
に
一
度
、遥
か
昔
か
ら
こ
の
諏
訪
の
地
で
寅

と
申
の
年
に
執
り
行
わ
れ
る
神
事「
式
年
造
営
御
柱

大
祭
」（
し
き
ね
ん
ぞ
う
え
い
み
は
し
ら
た
い
さ
い
）。

　

宝
殿
を
造
営
し
、そ
し
て
御
用
材
を
選
び
、山
か

ら
曳
き
、境
内
の
四
隅
に
建
て
る
一
連
の
神
事
は
通

称「
御
柱
祭
」（
お
ん
ば
し
ら
さ
い
）と
呼
ば
れ
、諏
訪

大
社（
す
わ
た
い
し
ゃ
）の
中
で
も
最
大
に
し
て
最
も

重
要
な
神
事
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

1
2
0
0
年
以
上
も
連
綿
と
受
け
継
が
れ
、諏
訪

６
市
町
村
の
氏
子
た
ち
が
奉
仕
す
る
御
柱
祭
は
、諏

訪
の
誇
り
高
き
伝
統
文
化
で
も
あ
り
ま
す
。

《
山
出
し
》

　

8
本
の
御
柱
は

八
ヶ
岳
の
麓
、綱
置
場

（
つ
な
お
き
ば
）か
ら

曳
行
が
始
ま
り
ま

す
。
特
徴
的
な
め
ど

で
こ
が
民
家
の
軒
先

に
触
れ
そ
う
な
ほ
ど

近
づ
く
難
所
を
越
え

て
、斜
度
27
度
の
木

落
し
へ
。空
か
ら
舞
い

降
り
る
よ
う
に
急
坂
を
下
り
落
ち
ま
す
。そ
し
て
雪

解
け
で
冷
た
い
宮
川
の
川
越
し
あ
と
は
、御
柱
屋
敷

（
お
ん
ば
し
ら
や
し
き
）で
里
曳
き
を
待
ち
ま
す
。

《
里
曳
き
》

　

騎
馬
行
列
や
長
持
ち
、花
笠
踊
り
、龍
神
の
舞
な

ど
が
繰
り
出
し
て
、華
や
か
に
御
柱
行
列
を
盛
り
上

げ
ま
す
。御
柱
屋
敷
よ
り
本
宮
と
前
宮
へ
各
4
本
ず

つ
曳
き
つ
け
ら
れ
た
御
柱
は
、め
ど
で
こ
を
外
し
、柱
の

先
端
を
三
角
錐
状
に
切
り
落
と
す「
冠
落
し
」を
行

い
ま
す
。各
神
社
の
境
内
に
建
て
ら
れ
、御
神
木
と
し

て
の
威
儀
を
正
し
ま
す
。

《
山
出
し
》

　

山
腹
の
棚
木
場（
た
な
こ
ば
）で
1
年
間
眠
っ
て
い

た
8
本
の
御
柱
が
、天
を
つ
く
よ
う
な
木
遣
り
の
声

で
眼
を
覚
ま
し
ま
す
。東
俣
川
の
渓
谷
沿
い
に
曳
行

さ
れ
、集
落
の
細
い
道
を
進
む
と
、最
大
斜
度
35
度
、

距
離
1
0
0ｍ
の
木
落
し
坂
へ
。御
柱
は
、一
気
に
轟

音
を
響
か
せ
坂
を
滑
り
落
ち
ま
す
。そ
の
後
注
連
掛

（
し
め
か
け
）へ
曳
き
つ
け
ら
れ
ま
す
。

《
里
曳
き
》

　

新
緑
の
ま
ぶ
し
い
5
月
中
旬
、町
中
が
華
や
か
な

雰
囲
気
に
包
ま
れ
ま

す
。神
賑
わ
い
の
長
持

ち
、騎
馬
行
列
、花
笠

踊
り
な
ど
が
繰
り
広

げ
ら
れ
ま
す
。
御
柱

は
注
連
掛
か
ら
春
宮
、

秋
宮
へ
向
か
い
、「
冠
落

し
」
を
行
っ
て
、各
神

社
の
境
内
に
建
て
ら

れ
、山
の
樅
の
大
木
は

神
と
な
る
の
で
す
。

■諏訪大社 上社 前宮
茅野市宮川2030  TEL.0266-72-1606

■諏訪大社 下社 春宮
諏訪郡下諏訪町193  TEL.0266-27-8316

〈国重要文化財〉

■諏訪大社 下社 秋宮
諏訪郡下諏訪町5828  TEL.0266-27-8035

〈国重要文化財〉

■諏訪大社 上社 本宮
諏訪市中洲宮山1  TEL.0266-52-1919

〈国重要文化財〉

諏
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大
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上
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柱
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下
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御
柱
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と
は
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上社《山出し》

長
野
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民
俗
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化
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