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ちの上原

ちの本町

宮川丸山

米沢埴原田

米沢鋳物師屋

豊平下古田

豊平福沢

豊平上古田

豊平塩之目

豊平上場沢

泉野小屋場

泉野中道

玉川山田

玉川中沢

玉川菊沢

玉川穴山

金沢青柳

金沢上・下

金沢金沢台

金沢大池

金沢木舟

金沢新金沢

湖東新井

北山柏原

北山湯川

北山芹ヶ沢

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

地区

1月中旬日曜（どんど焼きの翌日）

1月中旬日曜（どんど焼きの翌日）

3月中旬日曜

1月2日

1月15日前後

桃の節句付近日曜

1月中旬日曜（どんど焼きの翌日）

4月第一日曜頃

どんど焼き、３月中旬（区民祭）

３月末土・日曜

３月の彼岸

３月の彼岸明けの日

どんど焼き、節分後の第一日曜

節分後の第一日曜

節分後の第一日曜、９月第一土曜（二百十日祭）

元旦、1月2日

どんど焼きの朝

小正月

小正月

どんど焼き前後の日

1月中旬

どんど焼きの朝・門松を集めるとき

2月11日

6月30日

1月3日

４月初旬（土、日曜）

開催時期

1月

2月

4月

5月

7月

8月

8月  

9月

12月

どんど焼き

事八日

どぶろく祭　神事

かまんぼう

大星神社　例祭

火とぼし

火とぼし

稲虫送り

天神講（奉納相撲）

お盆

豊平福沢の送り火・迎え火　豊平福沢

原山祭

二百十日

金山講

14日

８日

27日

6月11日

6月18日

6月24日

6月28日

27日頃

13,16日

8月27日

8日

行事名開催日

開催日 地区　神社

市内各所

北山湯川　湖東新井、中村

ちの本町・御座石神社

ちの塚原・犬射原神社

ちの茅野町・大歳神社

北山柏原、湯川、芹ヶ沢、糸萱

湖東中村・大星神社

豊平下古田、上古田、御作田

泉野大日影

豊平上古田

宮川高部、安国寺

米沢塩沢、北大塩、鋳物師屋、埴原田

市内各地

豊平福沢

玉川菊沢

泉野中道

地区・場所

開催日は平成22年のものです　年ごとに異なる地区もあります

開催日は平成22年のものです　年ごとに異なる地区もあります

この開催日は、全地区区長様にお願いしたアンケートのうち

回答のあったものの情報を基に取材・掲載しています

開催日は平成22年のものです、他にも行われている場合がありますが、

御柱祭の年のみ行われるところがほとんどです
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7月
９月
９月
９月
９月
９月
９月
９月
９月
９月
９月
９月
９月
９月
10月

４日
４日
４日
11日
12日
12日
18日
19日
19日
19日
19日
19日
20日
25日
2日

金沢下　権現神社
宮川丸山　山神社
玉川菊沢　宝重稲荷社
北山白樺湖　池の平神社
湖東中村　大星神社
ちの上原　葛井神社
北山芹ヶ沢　子之社　
ちの仲町　大塚神社　
宮川長峰　諏訪神社　
米沢北大塩　金比羅社　
北山柏原　柏原神社
北山湯川　下坂子之社
宮川坂室　坂室神社
米沢塩沢　瀬神社
ちの半町　御座石神社

10月
10月
10月
10月
10月
10月
10月

10月
2月

９月

３日
３日
10日
10日
10日
11日
17日

31日
13日

11日

中大塩　中大塩諏訪神社
ちの城山　城山天満宮
金沢上、下　権現神社・青柳神社
玉川中沢　樽姫神社
ちの横内　酢蔵建屋神社
ちの横内　　　〃
北山芹ヶ沢・北山糸萱
蓼科木戸口神社

泉野中道　神明社
宮川両久保（杖踊り）
諏訪大社上社奉納

玉川粟沢　矢作社平成23年

各地

各地

玉川
たまがわ

泉野
いずみの

1115

豊平
とよひら

湖東
こひがし

北山
きたやま

米沢

ちの

よねざわ

城山
じょうやま

本町
ほんまち

塚原
つかはら

中大塩
なかおおしお

宮川
みやがわ

金沢
かなざわ

中道公民館

中沢公民館

下槻木公民館御作田公民館

上槻木公民館

小屋場公民館

上場沢公民館

柏原公民館

白樺湖

木戸口神社

湯川公民館

芹ヶ沢区民会館
糸萱公民館

岳麓公園

新井公民館

尖石考古館

尖石遺跡

上古田公民館

粟沢公民館茅野市役所

穴山公民館

望岳の湯
菊沢公民館

丸山区民会館

田沢公民館

山田公民館

▲
大泉山

1086
▲

朝倉山

1069
▲
小泉山

塩之目公民館

泉野地区センター

大日影公民館

卍

卍卍

卍

卍

卍

卍

卍

卍

卍

卍卍

卍 卍

卍

♨

河原の湯♨

卍

卍

中
村
公
民
館

卍

卍

縄文の湯♨
豊平地区センター

湖東地区センター

北山地区センター

中大塩第二区民会館

中大塩第一区民会館

北山小●文

湖東小●文

北部中
●文

花蒔公園

塩沢区民
センター

塩壷の湯
♨

宝勝寺
瀬神社

御座石神社

大星神社

大山祇神社
茅野市民館
●

米沢小●文
米沢地区センター

鋳物師屋公民館

埴原田公民館 福沢公民館 豊平小●文

諏訪東京理科大
●文

下
古
田
公
民
館

八
ヶ
岳
総
合
博
物
館

運動公園

永明寺山公園

諏訪大社上社前宮

弓振公園

玉川小●文

玉
川
地
区
セ
ン
タ
ー

宮川小
●文

茅野高
●文

東海大三高
●文

長峰中
●文

永明中●文
永明小●文

上原公民館

安国寺公民館

ちの地区
コミュニティセンター

金沢小 ●文

金
沢
地
区
セ
ン
タ
ー

金
沢
区
公
民
館

大池公民館

青柳↓

木舟公民館

坂
室
公
民
館

卍

高部公民館

神
長
館
守
矢
資
料
館

アクアランド♨
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7
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北大塩公民館

8 9

10

11

↑

↑

福田稲荷神社

大歳神社
犬射原神社

本町公民館

塚原公民館
横内公民館

達磨酢蔵神社

バイパス

20

バイパス

20

20

20

152

152

152

299

両久保公民館

仲町公民館

長峰公民館

▲
永明寺山
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6 稲虫送り

水田の害虫を追い払い、少しでも
多くの米が取れるようにと願って
子どもの行事として行われてきま
した。七夕のような飾りやお寺で
もらったお経の紙が結ばれた棒の
旗を持ち、太鼓や鐘の音に合わせ
て「稲虫おーくりね～、がんがら虫
おーくりね～馬場の池におーくり
ね～」とはやしながら村境の田ん
ぼまで行き旗を建てます。

7 天神講

学問の神様菅原道真公を祀り、学
問が身に付くことを願って行う子
どもの祭り。市内9地区で行われ
ているものは、子どもたちが絵や
字を書いて上達を願ったり、灯籠
に貼って天神様にお参りしていま
す。米沢地区では奉納相撲を行い、
道真公の誕生日の７月（旧暦６月）
に行います。以前は男子のお祭り
でした。

8 迎え盆・送り盆

豊平福沢では区内のお墓山に子ど
もがお盆様をお迎え・お送りに行
く伝統があります。７月中に萩、萱、
小枝などで小屋を作っておきます。
迎え盆は山へ上がり、松明に点火、
列になってかざし「爺さん婆さんこ
の灯りでお帰りお帰り」と言いなが
ら下り、その灯りを各戸の木戸で焚
きます。送りは松明に点火して山
を上がり、小屋に火を点けます。

2 どぶろく祭

御座石神社の神事。区民から選出された3名がその年のど
ぶろく当番で、当日に最高の状態になるように仕込むこと
が腕の見せ所です。大年社（茅野町）、犬射原社（塚原）へどぶ
ろくを奉納し、その間煮炊きが行われ、うどのかす和え、も
ち、こぶ等を一口大にした鹿肉を入れ一袋にしたものが配
られます。どぶろく祭は独活祭とも呼ばれていた時期もあ
ります。午後の宴会はどぶろくを楽しむ地区の人で境内は
移動ができないほどいっぱいになります。神事であると同
時に伝統や地域のつながり、そして大きな楽しみ、近年は地
域資源としても大切にされています。

4 大星神社灯籠祭

大星神社例大祭は毎年６月に行わ
れる村祭り。夜には灯籠祭が行わ
れます。絵を描いた半紙を木枠に
貼ったあんどんにろうそくの火が
灯され、神社の境内や家々の前、道
に飾られる光景は幻想的です。子
どもたちは自分の絵を近所で売り
歩きます。境内では踊りがあり、昭
和初期まではここでも若い男女が
ダンチョネ節を踊りました。

1 事八日

2月８日の事八日は、村の辻にある
道祖神にお餅を供え、厄よけや良縁
を祈願します。早朝、家の門口で、
もみ殻、サイカチの実、胡椒（唐辛
子）、豆がらを焚いて悪魔除けをし、
あんころ餅を作り道祖神の顔につ
けます。藁馬に餅をのせ道祖神ま
で運んで行く家もあります。疫病
神が来て道祖神にどの家に災いをもたらすか聞くので、答え
られないようにと口に餅を付けたのが由来です。

5 火とぼし

大泉山・小泉山で行われる火祭り。
起源は五穀豊穣、虫追い、雨乞い、
山にある秋葉神社が火ぶせの神で
あることから防災祈願など諸説。
男子を中心に山中にあらかじめ設
営した「小屋」に火を点けます。山
中に大きな火が上がり、松明が揺
らめきながら移動する様子は何と
も幻想的です。豊平上古田では「投
げ籤」という運試しも行われます。

3 かまんぼう

諏訪の年中行事(諏訪教育会)に以下の記載があります。『湖
東村では、八十八夜に「かまんぼう」と云って、子ども達各自が
米・味噌・野菜・魚・卵・その他思い思い物を持寄り、野山に行っ
て飯を焚いて食べる習慣があった。』これをもとに調べると、
北山4地区で行なわれているようで、各世代に伺ったところ
内容や方法に変化はあるようですが、子どもが外で火を炊き
調理をするという基本は変わっていないといえます。

現存する舞台ー米沢塩沢
瀬神社
文久3年（1863年）
間口6間、奥行4間
舞台正面の梁に波の
彫刻があり、意匠を凝
らした建築です。

現存する舞台ー泉野槻木

大山祇神社
文久2年（1862年）
間口7間、奥行4間
昭和中期まで「柳川劇
団」が活躍しました。
回り舞台もあります。

現存する舞台ー宮川田沢

福田稲荷社
天保12年（1841年）
再建
間口7間、奥行4間
舞台の左右に浄瑠璃
語りの小部屋がつい
ています。

現存する舞台ー米沢北大塩
宝勝寺
安政又は万延時代
（1860年頃）
間口6間、奥行4間
お寺に付随する舞台
は珍しく、正面の戸や
柱は取り外せます。

う　ど


