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第４章 歴史文化資源に関するこれまでの取組 
 

 

 

 

 

１ 伊那市の歴史文化資源の把握 

１－１ 歴史文化資源に関わる諸調査 

伊
い

那
な

市
し

ではこれまでに、指定等文化財から未指定の文化財にいたるまで、歴史文化資源に関わ

る様々な調査を実施してきました。近年、特に力を入れて行ってきたのが、「古い地名調査」です。

地域の方々と協働で行ってきたこれらの調査では、今まで見過ごされがちだった歴史文化資源に

も光が当てられました。これらに関わる普及・公開活動を通して、地域では歴史文化を盛り立て

る雰囲気も生まれています。 

 

(１)伊那市(旧市町村含む)が実施した調査 

表 総合調査(広域調査や単一物件での複合調査)など 

調査名 調査対象地区 調査年代 調査実施主体 
⻑野県⺠俗資料調査  
伊那市の⺠家 旧伊那市域 昭和 38 年度(1963 年度) ⻑野県文化財専門委員会 

神社調査 旧伊那市域 昭和 41〜42 年度(1966〜1967 年度) 伊那市文化財調査保護委員会 
寺院調査 旧伊那市域 昭和 44〜48 年度(1969〜1973 年度) 伊那市文化財審議委員会 
美術工芸品調査 高遠町地域 昭和 47 年度(1972 年度) 高遠町教育委員会 
石仏調査 高遠町地域 昭和 49〜50 年度(1974〜1975 年度) 高遠町誌編纂委員会 
石造文化財調査 旧伊那市域 昭和 50〜56 年度(1975〜1981 年度) 伊那市文化財審議委員会 
石碑調査 高遠町地域 昭和 62〜平成元年度(1987〜1989 年度) 高遠町教育委員会 
高遠城跡調査 
(発掘調査・絵図資料調査) 高遠町地域ほか 昭和 62 年度(1987 年度)〜継続 高遠町教育委員会 

伊那市教育委員会 
⼾草ダム⺠俗等調査 ⻑⾕地域 平成４〜５年度(1992〜1993 年度) ⻑⾕村 
学校資料調査 旧伊那市域 平成７年度(1995 年度) 伊那市教育委員会 
石造文化財調査 ⻑⾕地域 平成７〜８年度(1995〜1996 年度) ⻑⾕村教育委員会 
巨樹・⽼樹調査 旧伊那市域 平成７〜８年度(1995〜1996 年度) 伊那市教育委員会 
⺠俗芸能調査記録作成 旧伊那市域 平成７〜16 年度(1995〜2004 年度) 伊那市教育委員会 
神社総合調査 旧伊那市域 平成８〜12 年度(1996〜2000 年度) 伊那市教育委員会 
伊那部宿総合調査 旧伊那市域 平成 10〜11 年度(1998〜1999 年度) 伊那市教育委員会 
樹⽊調査 高遠町地域 平成 14〜16 年度(2002〜2004 年度) 高遠町教育委員会 
絵⾺調査 高遠町地域 平成 15 年度(2003 年度) 高遠町教育委員会 
進徳館蔵書整理 高遠町地域 平成 15〜16 年度(2003〜2004 年度) 高遠町図書館 
高遠小学校収蔵資料調査 高遠町地域 平成 17 年度(2005 年度) 高遠町教育委員会 
内藤家奉納武具調査 伊那市内外 平成 20 年度(2008 年度)〜継続 伊那市教育委員会 
旧中村家調査 
(収蔵資料・建築史) 

高遠町地域 平成 23〜30 年度(2011〜2018 年度) 伊那市教育委員会 

古い地名調査 伊那市全域 平成 24〜30 年度(2012〜2018 年度) 伊那市教育委員会 
高遠石工の足跡調査 全国 平成 25 年度(2013 年度)〜継続 伊那市⽴高遠町歴史博物館 
島村利正関係資料整理 高遠町地域 平成 25 年度(2013 年度)〜継続 伊那市⽴高遠町図書館 

⼀夜の城発掘調査 富県 
平成 23 年度(2011 年度),25 年度(2013 年度), 
26 年度(2014 年度),29 年度(2017 年度) 

伊那市教育委員会 

埋蔵文化財再整理事業 
(⽉⾒松遺跡) 

伊那(⻯⻄) 平成 26 年度(2014 年度)〜継続 伊那市教育委員会 

写真資料デジタル アーカイブ化事業 伊那市全域 平成 27 年度(2015 年度)〜継続 伊那市⽴高遠町歴史博物館 

⽼松場古墳群発掘調査 東春近 平成 29 年度(2017 年度)〜継続 
伊那市教育委員会 
関⻄大学文学部考古学研究室 

市内の歴史文化資源について、これまでに調べてきたことや行ってきたことが

たくさんあります。どんなことをしてきたのかまとめました。また、市⺠の皆さ

んのご意見を聞く中で、これからさらにどんな事を調べればよいのか、何をした

らよいのか、第６章につながる目標と課題が見えてきました。 
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表 個別調査 

調査名 調査対象地区 調査年代 調査実施主体 
開発に伴う埋蔵文化財発掘調査 伊那市全域 随時 伊那市教育委員会 
個人所蔵資料調査 伊那市全域 随時 伊那市教育委員会 
建造物建築史調査 伊那市全域 随時 伊那市教育委員会 

※上記調査のほか、埋蔵文化財発掘調査の履歴は資料編の「伊那市内周知の埋蔵文化財包蔵地一覧」の表中に示しました。

そのほか、市内の博物館等施設、美術館、図書館などにおいて、寄贈、寄託、展示に関わる資料調査や整理作業を随時

実施しています。 

 

(２)長野県などが実施した調査 

表 長野県全域を対象とした主な調査 

調査名 調査年代 報告書・刊⾏物など(刊⾏年) 調査実施主体 

⻑野県史編纂事業に伴う資料調査 
昭和４〜平成３年度 
(1929〜1991 年度) 

『信濃史料』1〜28 巻、補遺上下巻、索引 
(昭和 27〜47 年(1952〜1972 年)) 

信濃史料刊⾏会 

『新編信濃史料叢書』１〜24 巻、目録 
(昭和 45〜55 年(1970〜1980 年)) 

信濃史料刊⾏会 

『⻑野県史』全 73 冊 
(昭和 48〜平成 4 年(1973〜1992 年)) 

⻑野県史刊⾏会 

美術工芸品調査(第二次調査) 昭和 47 年度(1972 年度)  ⻑野県教育委員会 

歴史の道調査 
昭和 53〜平成７年度(1978〜
1995 年度) 

『⻑野県歴史の道調査報告書』Ⅰ〜XXXXⅧ 
(昭和 54〜平成 8 年(1979〜1996 年)) 

⻑野県教育委員会 

⻑野県方⾔緊急調査 
昭和 53〜55 年度 
(1978〜1980 年度) 

『⻑野県方⾔緊急調査報告書』 
(昭和 61 年(1986 年)) 

⻑野県教育委員会 

中世城館跡分布調査 
昭和 54〜57 年度 
(1979〜1982 年度) 

『⻑野県の中世城館跡－分布調査報告書－』 
(昭和 58 年(1983 年)) 

⻑野県教育委員会 

⺠謡緊急調査 
昭和 57〜58 年度 
(1982〜1983 年度) 

『⻑野県の⺠謡 －⺠謡緊急調査報告書－ 
』(昭和 59 年(1984 年)) 

⻑野県教育委員会 

食文化の実態調査 昭和 58 年度(1983 年度) 
『⻑野県選択無形⺠俗文化財調査報告 
－味の文化財－』(昭和 58 年(1983 年)) 

⻑野県教育委員会 

⻑野県近世社寺建築緊急調査 
(第⼀次) 

昭和 58 年度(1983 年度) 
『⻑野県の近世社寺建築 －⻑野県近世社寺 
建築緊急調査報告書－』(昭和 57 年(1982 年)) 

⻑野県教育委員会 

石碑所在調査 
昭和 61〜63 年度 
(1986〜1988 年度) 

『⻑野県石碑目録』(平成 2 年(1990 年)) ⻑野県教育委員会 

⻑野県諸職関係⺠俗文化財調
査 

昭和 63〜平成元年度 
(1988〜1989 年度) 

『⻑野県の諸職 －⻑野県諸職関係⺠俗文化財調
査報告書－』(平成 2 年(1990 年)) 

⻑野県教育委員会 

⻑野県近世社寺建築緊急調査 
(第二次) 

平成２年度(1990 年度) 
『⻑野県の近世社寺建築  
－第二次調査報告書－』(平成 3 年(1991 年)) 

⻑野県教育委員会 

⻑野県⺠俗芸能緊急調査 
平成５〜６年度 
(1993〜1994 年度) 

『⻑野県の⺠俗芸能 －⻑野県⺠俗芸能緊急 
調査報告書－』(平成 7 年(1995 年)) 

⻑野県教育委員会 

⻑野県近代化遺産(建造物等) 
総合調査 

平成 19〜20 年度 
(2007〜2008 年度) 

『⻑野県の近代化遺産 －⻑野県近代化遺産 
(建造物等)総合調査報告書－』 
(平成 21 年(2009 年)) 

⻑野県教育委員会 

⻑野県近代和風建築総合調査 
平成 28〜29 年度 
(2016〜2017 年度) 

『⻑野県の近代和風 －⻑野県近代和風建築等 
調査報告書－』(平成 30 年(2018 年)) 

⻑野県教育委員会 

 

(３)国が実施した調査 

表 伊那谷を対象として国が実施した調査 

調査名 調査年代 報告書・刊⾏物など(刊⾏年) 調査実施主体 

変容の危機にある無形の文化財の
記録作成の推進事業 

平成 26 年度(2014 年度) 
『平成 26 年度・変容の危機にある無形の文化財
の記録作成の推進事業 伊那⾕のコト八⽇⾏事』
(平成 27 年(2015 年)) 

文化庁文化財部 
伝統文化課 
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(４)古い地名調査 

伊那市では平成 24 年(2012 年)から平成 28 年(2016 年)まで、「古い地名調査」を実施しました。 

地名はその土地と結びついた人々の生活(生産、言語、文化、信仰、民俗、政治、地理、歴史など)

の中から生まれ、深く結びついているものですが、移り変わる時代の中で、少しずつ忘れ去られて

しまうこともあります。今に残る地名や、かつて存在していた地名を調査し、そこから見えてくる

人々の生活や歴史的背景を記録・保存し、後世へ伝えていくことを目的に調査を行いました。 

 

① 調査内容 

調査項目・・・地区名と公
こう

称
しょう

地
ち

名
めい

(大
おお

字
あざ

と小
こ

字
あざ

)、特徴ある地名(通
つう

称
しょう

地
ち

名
めい

、伝
でん

承
しょう

地
ち

名
めい

など)の

由来と変遷、地区として残しておきたい歴史など 

調査組織・・・公民館分館の一活動として、各分館に「地名調査グループ」を編成 

調 査 員・・・古い地名や歴史に興味ある人たちに集まってもらう、一般募集も募る 

調査方法・・・「調査グループ」による「聞き集め」(オーラル・ヒストリー的な方法)と文献調

査を行い、「調査グループ」ごとに各地区の地名調査報告書として冊子・データ

にまとめる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 調査から見えてきたこと 

伊那市には様々な地名がありますが、ここ 100 年の間に多くの地名が消滅してきています。暮

らし方の変化によって人々と土地の関わり方が変わったことなど、その要因は数々ありますが、

度重なる町村合併、行政区画整理事業、圃
ほ

場
じょう

整
せい

備
び

事業などは、歴史的風土の中から生まれた地

名を大きく変えてしまう契機となりました。 

伊那市を流れる天
てん

竜
りゅう

川
がわ

と三
み

峰
ぶ

川
がわ

は古くから暴れ川として氾
はん

濫
らん

を繰り返してきましたが、その

名残ともいえる地名が市内各所に残っています。例えば、市街地を流れる天竜川沿いには「面
おも

田
だ

」

や「窪田
く ぼ た

」などの小字名があり、高遠町
たかとおまち

地域には「荒沢
あらさわ

」といった小字名があります。このよう

に「田」や「沢」という漢字が使われている場所は、過去に洪水や土石流などの大規模な災害が

あった可能性があり、それを後世へ伝えている地名といえます。 

地名の中には、地元の人々の間で語り継がれてきた民話や伝承に関係するものもあります。例

えば、長谷
は せ

地域には「十
じゅう

膳
ぜん

淵
ふち

」や「膳
ぜん

棚
たな

淵
ふち

」といった場所がありますが、いずれも「村で客寄

りなどをする際に淵の精に必要な数だけ膳を頼んでおけば翌日必ず立派な膳が用意されたが、

ある時、借りた分の膳を返さなかったことから、それ以後二度と貸してくれなくなった」という

伝承があります。調査を通して、このような民話や伝承を数多く掘り起こすことができ、これら

は後世に語り継ぎたい大切な歴史文化資源といえます。 

各地区の地名調査報告書 調査グループの文献調査 
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③ 後世へ記録・保存するために 

各地区の地名調査報告書や、この報告書をまとめた「古い地名調査」報告書は、いつでも市民

の皆さんが見られるように伊那市立図書館で公開しています。 

また、「古い地名調査」で得られた史実・伝承などを後世へ記録・保存するために以下のよう

な活動が行われています。 

 

� 調査成果の普及・公開活動 

・文化祭、集会などで報告会を開催 

・地区総会での報告会 

 

� 各地区での発展的活動 

・区誌づくり 

・古文書などの整理 

・古文書読み合わせ会 

・地区、地名ウォーキング 

 

� 公民館活動と連携した活動 

・「古い地名調査」の発表会 

・地区の歴史学習会 

・古文書講座開催 

・地名、歴史講座開催 

 

� 学校教育と連携した活動 

・夏休みの一研究で地名調査を取り上げる 

・教職員の研修会 

・授業での活用 

 

� その他 

・長野県内外からの問い合わせへの回答や視察受入 

・他市町村との連携 

 

※各グループや事務局がまとめた古い地名調査報告書の一覧は、資料編に掲載しています。 

 

  

「古い地名調査」報告書 
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１－２ まほら伊那 いいとこ百選 

「まほら伊那 いいとこ百選」は、身の回りにある「いいとこ」の再発見を通じて、市民が地域

に親しみと誇りを感じ、住んでよかったと思える地域づくりにつながるよう、平成３年度(1991 年

度)から平成４年度(1992 年度)にかけて伊那市の良いところを市民から公募し、百選として選定し

たものです。百選の百は「多くのもの」という意味で、百の数にこだわらず、多くの良いところが

選ばれ、これらの中には歴史文化資源も多数見られます。平成 10 年度(1998 年度)には新たな「い

いとこ」を含めた再選定作業が行われました。これらの成果は『まほら伊那 いいとこ百選』(伊那

市商工観光課発行)にまとめられ、平成６年(1994 年)に初版、平成 11 年(1999 年)には改訂版が発

行されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図.『まほら伊那 いいとこ百選』(改訂版) 平成 11 年(1999 年)の内容 

 (資料：『まほら伊那 いいとこ百選』平成 11 年(1999 年)) 
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１－３ 歴史文化資源に関わる刊行物 

指定等文化財については、３市町村合併以前の旧伊那

市、旧高遠町、旧長谷村それぞれが、その概要をまとめ

た書籍を発行しています。また、昭和 50 年代から平成

９年まで、各市町村では市町村史(誌)の編さんが行われ

ました。そのほかにも各市町村では、石造物や神社、樹

木、まつりなど各種調査の成果を集成した書籍や、地域

ゆかりの人物に関わる書籍、講演会やシンポジウムの記

録集など、様々な歴史文化資源に関わる書籍を刊行して

きました。また、市町村が刊行したものとは別に、各地

域でも区誌や地誌、地域の見どころマップなどが刊行さ

れています。 

 

表 歴史文化資源に関わる主な刊行物リスト 

地区 刊⾏物の名称 編者・編集者・監修者 刊⾏者 刊⾏年 

伊那 伊那町誌 武田宗男 伊那町役場 昭和５年(1930 年) 

伊那 村誌 伊那村全記 
伊那町文化財保護調査委
員会武田宗男 

伊那町公⺠館 昭和 28 年(1953 年) 

伊那 伊那市神社誌 伊那市文化財審議委員会 伊那市教育委員会 昭和 43 年(1968 年) 

伊那 伊那市寺院誌 伊那市文化財審議委員会 伊那市教育委員会 昭和 48 年(1973 年) 

伊那 山寺の焼もち踊の習俗 伊那市教育委員会 伊那市 昭和 50 年(1975 年) 

伊那 伊那市の文化財 伊那市文化財審議委員会 伊那市教育委員会 昭和 50 年(1975 年) 

伊那 伊那市考古資料館図録 伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 昭和 55 年(1980 年) 

伊那 伊那市史 自然編 伊那市史編纂委員会 伊那市史刊⾏会 昭和 56 年(1981 年) 

伊那 伊那市史 現代編 伊那市史編纂委員会 伊那市史刊⾏会 昭和 57 年(1982 年) 

伊那 伊那市史 歴史編 伊那市史編纂委員会 伊那市史刊⾏会 昭和 59 年(1984 年) 

伊那 伊那市史 近世現代資料目録 伊那市史編纂委員会 伊那市史刊⾏会 昭和 60 年(1985 年) 

伊那 伊那市史採録 古文書解読史料集 伊那市文化財審議委員会 伊那市教育委員会 平成９年(1997 年) 

伊那 伊那市石造文化財 伊那市文化財審議委員会 伊那市教育委員会 昭和 57 年(1982 年) 

伊那 権兵衛街道 ⻑野県教育委員会 伊那市教育委員会 昭和 60 年(1985 年) 

伊那 伊那市の小字名 伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成元年(1989 年) 

伊那 まほら伊那 いいとこ百選 
伊那市役所商工観光課 
商工観光係 

伊那市 平成６年(1994 年) 

伊那 
戦後五⼗年伊那市⺠史 
〜あの場 あの時〜 

伊那市戦後五⼗年史 
編集委員会 

伊那市 平成９年(1997 年) 

伊那 伊那市ふるさと歳時記 くらしと⾏事 
伊那市ふるさと歳時記 
編集委員会 伊那市 平成 11 年(1999 年) 

伊那 
伊那市歴史シンポジウム① 
信濃の牧・春近領・宿場 伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 11 年(1999 年) 

伊那 
伊那市歴史シンポジウム② 
伊那の中世伝説、山岳信仰 伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 14 年(2002 年) 

伊那 
伊那市歴史シンポジウム③ 
伊那の歴史・地域性と先人の知恵 伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 18 年(2006 年) 

 

伊那市刊行の書籍 
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地区 刊⾏物の名称 編者・編集者・監修者 刊⾏者 刊⾏年 

伊那 
伊那市歴史シンポジウム④ 
治水と築堤・高遠石工 

伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 21 年(2009 年) 

伊那 
伊那市の⺠俗芸能(無形文化財の記録) 
第⼀集 伊那市のまつり 

伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 12 年(2000 年) 

伊那 
伊那市の⺠俗芸能(無形文化財の記録) 
第二集 伊那市のまつり 

伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 17 年(2005 年) 

伊那 伊那市の巨樹、⽼樹とその保護対策 伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 13 年(2001 年) 

伊那 増補改訂 伊那市神社誌(本編・資料編) 
伊那市文化財審議 
委員会 

伊那市教育委員会 平成 13 年(2001 年) 

伊那 
新伊那市誕⽣までの歩み 
伊那市・高遠・⻑⾕村合併の記録 

伊那市総務部まちづくり 
対策室 

伊那市 平成 18 年(2006 年) 

伊那 伊那の井⽉さん 伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 28 年(2016 年) 

伊那 
伊那市郷土学習読本 
わたしたちのふるさと 

伊那市郷土学習読本 
編集委員会 

伊那市教育委員会 平成 29 年(2017 年) 

伊那 
まほらいな 40 年間の歩み 
伊那市制施⾏ 40 周年記念・映像で語る 
伊那市の 40 年(DVD) 

アドコマーシャル 伊那市役所企画課 平成７年(1995 年) 

伊那 
伊那市制施⾏ 50 周年記念誌 
伊那市 50 年(DVD) 

アドコマーシャル 伊那市役所企画課 平成 16 年(2004 年) 

高遠 高遠城史考 高遠町文化財保護委員会 甲陽書房 昭和 31 年(1956 年) 

高遠 高遠の古記録(第１巻〜第 12 巻) 北原通男 
高遠町文化財 

保護委員会 
昭和 33〜41 年 
(1958〜1966 年) 

高遠 高遠町誌 高遠町教育委員会 高遠町⻑ 北原三平 昭和 49 年(1974 年) 

高遠 高遠町誌 下巻 自然・現代・⺠俗 高遠町誌編纂委員会 高遠町誌刊⾏会 昭和 54 年(1979 年) 

高遠 高遠町誌 上巻 歴史(⼀、二) 高遠町誌編纂委員会 高遠町誌刊⾏会 昭和 58 年(1983 年) 

高遠 高遠町誌 人物篇 高遠町誌編纂委員会 高遠町誌刊⾏会 昭和 61 年(1986 年) 

高遠 高遠の石仏 付 石造物 
高遠町誌編纂委員会 
(高遠町教育委員会) 

高遠町誌刊⾏会 
昭和 50 年(1975 年) 
(改訂平成 7 年(1995 年)) 

高遠 石佛師 守屋貞治 高遠町誌編纂委員会 
小松総合印刷㈱出版
部 

昭和 52 年(1977 年) 

高遠 信州高遠の史跡と文化財 高遠町教育委員会 高遠町教育委員会 昭和 58 年(1983 年) 

高遠 高遠城 高遠町文化財保護委員会 高遠町教育委員会 昭和 61 年(1986 年) 

高遠 高遠⼗景 高遠町図書館 高遠町 昭和 62 年(1987 年) 

高遠 高遠⼗景 写真集 高遠町教育委員会 高遠町教育委員会 平成 15 年(2002 年) 

高遠 高遠の小字名 高遠町教育委員会 高遠町教育委員会 昭和 63 年(1988 年) 

高遠 信州高遠の碑 高遠町教育委員会 高遠町教育委員会 平成元年(1989 年) 

高遠 高遠町図書館資料叢書１〜70 高遠町図書館 高遠町図書館 
平成３〜26 年 
(1991〜2014 年) 

高遠 高遠町小字マップ 高遠町教育委員会 高遠町教育委員会 平成３年(1991 年) 

高遠 高遠のあゆみ 写真集 高遠町教育委員会 高遠町 平成４年(1992 年) 

高遠 高遠のあゆみ ポケット版 高遠のあゆみ編集委員会 高遠町教育委員会 平成８年(1996 年) 

高遠 
古文書資料目録 
(高遠町図書館所蔵各家資料など) 

高遠町図書館 高遠町図書館 平成５年(1993 年)〜 

高遠 
高遠ふるさと叢書・人物篇① 
阪本天山の⽣涯 

高遠町図書館 高遠町 平成７年(1995 年) 

高遠 高遠ふるさと叢書・人物篇② 中村不折 高遠町図書館 高遠町 平成８年(1996 年) 

高遠 高遠ふるさと叢書・人物篇③ 中村弥六物語 高遠町図書館 高遠町 平成９年(1997 年) 
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地区 刊⾏物の名称 編者・編集者・監修者 刊⾏者 刊⾏年 

高遠 
高遠ふるさと叢書・人物篇④  
書家 中村不折 

高遠町図書館 高遠町 平成 11 年(1999 年) 

高遠 信州高遠美術館 所蔵品目録 信州高遠美術館 高遠町教育委員会 平成８年(1996 年) 

高遠 高遠案内 高遠町観光協会 高遠町観光協会 平成８年(1996 年) 

高遠 
高遠町歴史博物館資料叢書四号 
高遠城の戦い 

高遠町歴史博物館 高遠町歴史博物館 平成 10 年(1998 年) 

高遠 
高遠町歴史博物館資料叢書五号 
高遠遠流の絵島 

高遠町歴史博物館 高遠町歴史博物館 平成 11 年(1999 年) 

高遠 
高遠町歴史博物館資料叢書六号 
名君保科正之公 

春⽇太郎 高遠町歴史博物館 平成 13 年(2001 年) 

高遠 信州高遠町文化財地図 高遠町教育委員会 高遠町教育委員会 平成 13 年(2001 年) 

高遠 杖突街道(歩くための絵地図) 高遠町観光協会 高遠町観光協会 平成 13 年(2001 年) 

高遠 
高遠城跡ガイドブック 
－高遠城跡 この城をもっと知ろう－ 

高遠町教育委員会 高遠町教育委員会 平成 15 年(2003 年) 

高遠 高遠藩進徳館蔵書本目録 高遠町図書館 高遠町図書館 平成 16 年(2004 年) 

高遠 再発⾒︕高遠石工 笹本正治 ほか 高遠町教育委員会 平成 17 年(2005 年) 

高遠 高遠風土記 笹本正治 高遠町教育委員会 平成 17 年(2005 年) 

高遠 

住んでいたい町⾏ってみたい町 
高遠町のあゆみ 
町制施⾏ 131 周年、 
町村合併 50 年閉町記念誌 

高遠町記念事業 
実⾏委員会 

高遠町記念事業 
実⾏委員会 

平成 18 年(2006 年) 

高遠 明治文化の至宝 伊澤修二 森下正夫 伊那市教育委員会 平成 21 年(2009 年) 

高遠 高遠囃子伝承(DVD) 高遠町 高遠町 平成 14 年(2002 年) 

高遠 
桜と歴史の城下町・高遠 
－百三⼗⼀年の歩み－ 高遠町(DVD) 

高遠町 高遠町 平成 18 年(2006 年) 

高遠 さくら物語(DVD) 高遠町 高遠町役場 平成 23 年(2011 年) 

高遠 

高遠石工の石仏 
〜信州伊那⾕の石仏の名所を訪ねて〜 
高遠石工映像シリーズ Vol.１ 
(DVD・Blu-ray) 

伊那市文化遺産活用実⾏ 
委員会、⼀般社団法人 
高遠石工研究センター 

伊那市文化遺産活用実⾏ 
委員会、⼀般社団法人 
高遠石工研究センター 

平成 28 年(2016 年) 

高遠 

守屋貞治の石仏 傑作選 
〜貞治仏の魅⼒を探る〜 
高遠石工映像シリーズ Vol.２ 
(DVD・Blu-ray) 

伊那市文化遺産活用実⾏ 
委員会、⼀般社団法人 
高遠石工研究センター 

伊那市文化遺産活用実⾏ 
委員会、⼀般社団法人 
高遠石工研究センター 

平成 29 年(2017 年) 

高遠 

守屋貞治の石仏 伊那市編 
〜守屋貞治の周辺の石工たち〜 
高遠石工映像シリーズ Vol.３ 
(DVD・Blu-ray) 

伊那市文化遺産活用実⾏ 
委員会、⼀般社団法人 
高遠石工研究センター 

伊那市文化遺産活用実⾏ 
委員会、⼀般社団法人 
高遠石工研究センター 

平成 30 年(2018 年) 

高遠 

守屋貞治の石仏 伊南編 
〜守屋貞治の周辺の石工たち〜 
高遠石工映像シリーズ Vol.４ 
(DVD・Blu-ray) 

伊那市文化遺産活用実⾏ 
委員会、⼀般社団法人 
高遠石工研究センター 

伊那市文化遺産活用実⾏ 
委員会、⼀般社団法人 
高遠石工研究センター 

平成 31 年(2019 年) 

高遠 

守屋貞治の石仏 ⾠野町・箕輪町編 
〜守屋貞治の周辺の石工たち〜 
高遠石工映像シリーズ Vol.５ 
(DVD・Blu-ray) 

伊那市文化遺産活用実⾏ 
委員会、⼀般社団法人 
高遠石工研究センター 

伊那市文化遺産活用実⾏ 
委員会、⼀般社団法人 
高遠石工研究センター 

令和３年(2021 年) 

高遠 

守屋貞治の石仏 全国編 
〜守屋貞治と高遠石工の足跡を訪ねて〜 
高遠石工映像シリーズ Vol.６ 
(DVD・Blu-ray) 

伊那市文化遺産活用実⾏ 
委員会、⼀般社団法人 
高遠石工研究センター 

伊那市文化遺産活用実⾏ 
委員会、⼀般社団法人 
高遠石工研究センター 

令和５年(2023 年) 
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地区 刊⾏物の名称 編者・編集者・監修者 刊⾏者 刊⾏年 

⻑⾕ 伊那⾕⻑⾕村の⺠俗 ⻑⾕村文化財専門委員会 ⻑⾕村文化財専門委員会 昭和 48 年(1973 年) 

⻑⾕ 伊那⾕⻑⾕村の文化財 ⻑⾕村文化財専門委員会 ⻑⾕村文化財専門委員会 昭和 51 年(1976 年) 

⻑⾕ 伊那⾕⻑⾕村の文化財≪第二集≫ ⻑⾕村文化財専門委員会 ⻑⾕村文化財専門委員会 平成 13 年(2001 年) 

⻑⾕ 郷蔵文書目録第２集 ⻑⾕村文化財専門委員会 ⻑⾕村文化財専門委員会 昭和 52 年(1977 年) 

⻑⾕ 古⽼が語る⼊野⾕のくらし ⻑⾕村 ⻑⾕村 昭和 57 年(1982 年) 

⻑⾕ ⻑⾕村のいしぶみ ⻑⾕村文化財専門委員会 ⻑⾕村文化財専門委員会 昭和 61 年(1986 年) 

⻑⾕ 
⼊野⾕講座公開記録 
山村の⽣活と資源 

信州大学農学部 ⻑⾕村 平成元年(1989 年) 

⻑⾕ 
⼊野⾕講座公開記録 第３集 
山村の⽣活を楽しむ －山村を考える－ 

信州大学農学部 ⻑⾕村 平成３年(1991 年) 

⻑⾕ 
⼊野⾕講座公開記録 第４集 
山村の自然を活かして －山村を考える－ 

信州大学農学部 ⻑⾕村 平成４年(1992 年) 

⻑⾕ 
⼊野⾕講座公開記録 第 5 集 
山村の村おこし －山村を考える－ 

信州大学農学部 ⻑⾕村 平成５年(1993 年) 

⻑⾕ ⻑⾕村誌 第⼀巻 ⺠俗篇、人物篇 ⻑⾕村誌刊⾏委員会 ⻑⾕村誌刊⾏委員会 平成５年(1993 年) 

⻑⾕ ⻑⾕村誌 第二巻 自然篇、現代社会篇 ⻑⾕村誌刊⾏委員会 ⻑⾕村誌刊⾏委員会 平成６年(1994 年) 

⻑⾕ ⻑⾕村誌 第三巻 歴史篇(上下) ⻑⾕村誌刊⾏委員会 ⻑⾕村誌刊⾏委員会 平成９年(1997 年) 

⻑⾕ 奥三峰の歴史と⺠俗 ⼾草ダム⺠俗等調査委員会 ⻑⾕村教育委員会 平成６年(1994 年) 

⻑⾕ 館報⻑⾕縮刷版 ⻑⾕村公⺠館 ⻑⾕村公⺠館 平成６年(1994 年) 

⻑⾕ ⻑⾕村の石造文化財 ⻑⾕村教育委員会 
⻑⾕村石造文化財 
調査委員会 

平成９年(1997 年) 

⻑⾕ ⻑⾕村公⺠館五⼗年の歩み 伊那市公⺠館運営委員会 伊那市教育委員会 平成９年(1997 年) 

⻑⾕ 
親孝⾏の賛歌応募作品集 第１集 
平成 11 年度 

⻑⾕村教育委員会 ⻑⾕村 平成 12 年(2000 年) 

⻑⾕ 
親孝⾏の賛歌応募作品集 第２集 
平成 12 年度 

⻑⾕村教育委員会 ⻑⾕村 平成 13 年(2001 年) 

⻑⾕ 
親孝⾏の賛歌応募作品集 第３集 
平成 13 年度 

⻑⾕村教育委員会 ⻑⾕村 平成 14 年(2002 年) 

⻑⾕ 
親孝⾏の賛歌応募作品集 第４集 
平成 14 年度 

⻑⾕村教育委員会 ⻑⾕村 平成 15 年(2003 年) 

⻑⾕ 
親孝⾏の賛歌応募作品集 第５集 
平成 15 年度 

⻑⾕村教育委員会 ⻑⾕村 平成 16 年(2004 年) 

⻑⾕ 
親孝⾏の賛歌⼊選作品集１ 
平成 24 年度 

伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 25 年(2013 年) 

⻑⾕ 
親孝⾏の賛歌⼊選作品集２ 
平成 25 年度 

伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 26 年(2014 年) 

⻑⾕ 
親孝⾏の賛歌⼊選作品集３ 
平成 26 年度 

伊那市教育委員会 伊那市教育委員会 平成 27 年(2015 年) 

⻑⾕ 伊那⾕⻑⾕村の方⾔集 ⻑⾕村文化財専門委員会 ⻑⾕村文化財専門委員会 平成 15 年(2003 年) 

⻑⾕ 望郷の⾥ 塩平・平瀬 ⻑⾕村 ⻑⾕村 平成 17 年(2005 年) 

⻑⾕ ⼊野⾕学習ノート 復刻版 
⻑⾕小学校開校 39 周年
記念事業実⾏委員会 

⻑⾕小学校開校 40 周年
記念事業実⾏委員会 

平成 27 年(2015 年) 

⻑⾕ 
ふるさと⻑⾕村 ビデオ・DVD で綴る 
⻑⾕村の歴史と文化 

エスオーケイビジョン ⻑⾕村 平成 18 年(2006 年) 

全域 埋蔵文化財発掘調査報告書(各遺跡) 伊那市・高遠町・⻑⾕村 伊那市・高遠町・⻑⾕村 昭和 41 年(1966 年)〜 

※埋蔵文化財発掘調査報告書の一覧は、資料編に掲載しています。 

個別の文化財調査報告書、文化財建造物の修理工事報告書、文化財保存管理計画書や整備計画書はこの一覧に含ま

れません。 

掲載順は地区ごと、発行年順とし、シリーズ書籍は連続表記にしました。 
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１－４ 歴史文化資源の把握調査状況  

これまでに伊那市内で行われてきた歴史文化資源に関わる調査の状況を、表のとおり地区別

に整理しました。 

建造物の調査は、旧伊那市域の伊那(竜
りゅう

西
さい

)、伊那(竜
りゅう

東
とう

)、富
とみ

県
がた

、美
み

篶
すず

、手
て

良
ら

、東
ひがし

春
はる

近
ちか

、西
にし

箕
みの

輪
わ

、西
にし

春
はる

近
ちか

の８地区で民家調査や神社の建築調査などが行われていますが、当時異なる自治

体であった高遠町地域、長谷地域では同様の調査は行われておらず、民家や神社建築の全市的

な把
は

握
あく

には至っていません。近年評価が高まっている近現代建築に関しては、長野県が実施し

た「長野県近代化遺産(建造物等)総合調査」や「長野県近代和風建築総合調査」で概要把握が

行われていますが、建物個別の詳細な調査については、指定や登録物件のみの限定的な調査に

留まっています。 

古文書、典
てん

籍
せき

、考古資料、歴史資料を含む美術工芸品については、昭和４年度(1915 年度)か

ら平成３年度(1991 年度)にかけて、『長野県史』や旧３市町村の市町村誌の編さんに伴う調査が

行われています。これらの調査で把握された資料のうち、一部は現在公共施設に収蔵されてい

ますが、大部分は個人所有のままであり、調査から長年が経過しているため、現状を確認する

ための追跡調査をする必要があります。 

長野県が実施した調査が、市内の歴史文化資源の把握につながった場合もいくつかありま

す。無形文化財では「民
みん

謡
よう

緊急調査」、無形の民俗文化財では「食文化の実態調査」や「民俗芸

能緊急調査」によって、市内各地区の資源が把握されました。特に民俗芸能では、「民俗芸能緊

急調査」の結果を元に、旧伊那市域の８地区で詳細な記録作成まで行われ、『伊那市のまつり』

として書籍にまとめられています。 

有形の民俗文化財については、昭和 40 年代から 50 年代にかけて、当時の市町村が中心とな

り、地域の特徴を示す主要なものが収集されました。これらは現在も市内の小学校資料室や伊

那市民俗資料館等の博物館施設に収蔵されています。旧３市町村の市町村誌の編さん時にも民

俗調査が行われていることから、おおむね把握は済んでいますが、調査から年数が経過してい

るため、現在の視点で追加調査が必要です。 

動物・植物・地質鉱物については、昭和 37 年(1962 年)に上伊那教育会によって『上
かみ

伊
い

那
な

誌
し

自
し

然
ぜん

篇
へん

』が刊行された後も、伊那市による「巨
きょ

樹
じゅ

・老
ろう

樹
じゅ

調査」や高遠町による「樹木調査」、上伊

那教育会による『上伊那誌自然篇改訂増補版』(平成 30 年(2018 年))刊行のための実地踏査が行

われており、おおむね把握が済んでいますが、今後も経過観察は必要です。 

遺跡については、文化財指定に伴う調査や旧３市町村の市町村誌の編さんに伴う調査などで

把握が進んでいるものもありますが、まだまだ全市的な調査が進んでおらず、さらに調査が必

要な状況です。 

埋蔵文化財については、埋蔵文化財包蔵地が地面の下に広がっているため、発掘調査を行わ

なければ、状況を確認することができません。今後も発掘調査の結果を踏まえ、随時、埋蔵文

化財包蔵地の見直しを行っていかなければなりません。 

上記以外の文化的景観や伝統的建造物群、保存技術のほか、文化財保護法に定義されていな

い類型の調査はあまり行われていませんが、地名調査のように全市的な調査が行われ、資源の

把握につながった例もあります。 
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表 歴史文化資源の地区別把握調査実施状況 

 

 

 

 

  

類型 
伊那 

(⻯⻄) 
伊那 

(⻯東) 
富県 美篶 ⼿良 東春近 ⻄箕輪 ⻄春近 高遠町 ⻑⾕ 

有

形

文

化

財 

建造物 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

美

術

工

芸

品 

絵画 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 
彫刻 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 
工芸品 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 
書跡・典籍 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 
古文書 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 
考古資料 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 
歴史資料 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 
石造物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

無形文化財 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

⺠
俗 

有形の⺠俗文化財 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
無形の⺠俗文化財 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 

記
念
物 

遺跡 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 
名勝地 × × × × × × × × △ × 
動物・植物・地質鉱物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

文化的景観 × △ △ △ × × × × △ △ 
伝統的建造物群 × × × × × × × × × × 
文化財の保存技術 × × × × × × × × × × 
埋蔵文化財 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 
地域の特産品 × × × × × × × × × × 
自然景観 × × × × × × × × × × 
地名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
屋号 × × × × × × × × × × 

○︓おおむね調査済み △︓さらに調査が必要 ×︓未調査 
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２ 歴史文化資源の保存・活用の現状 

２－１ アンケートによる歴史文化資源の現状把握 

(１)指定文化財所有者アンケート(平成 30 年(2018 年)２月実施) 

伊那市の指定等文化財の保存状況や管理状況、意見・要望などを把握するために、指定文化財の

所有者や所有団体を対象にアンケート調査を実施しました。対象は、70 の区・寺社・団体・個人で

す。 

「有形文化財・記念物の管理上の問題点」の有無を質問したところ、53.8％が問題ありと回答し

ました。同様に「無形文化財の活動上の問題点」の有無についても 54.5％が問題ありと回答してい

ます。ともに、人口減少・高齢化が進み十分な管理ができない、文化財自体や説明看板の劣化が進

んでいる、予算不足による施設管理や祭事の継続が負担になっている、という内容が主な問題点と

して挙げられました。しかし、「文化財の今後のあり方について」の調査項目では、77.1％が「文化

財を積極的に発信して、地域の活性化につなげたい」と回答があり、「文化財を地域の活性化につな

げる必要はない」の 5.7％を大きく上回っています。文化財を心の拠
よ

り所として長く管理していき

たい、地域の活性化につながるようにパネルなどで歴史を展示したい、など今後のあり方に関する

意見もあり、文化財所有者の文化財活用に関する意識が高い傾向がうかがえます。 

また、今後「文化財になり得る資源」の有無を質問したところ、仏像や古文書などの様々な資源

が挙げられており、指定文化財以外にも多くの歴史文化資源があることが分かりました。 

 

(２)地域住民アンケート(令和３年(2021 年)12 月～令和４年(2022 年)３月実施) 

伊那市民が市内の歴史文化資源をどのように捉
とら

えているのか、またどのような関わりを持ってい

るのか、現状を把握するため、市内で開催したイベントなどの参加者(歴史シンポジウム参加者、各

公民館講座参加者、納税申告相談来場者ほか)を対象にアンケート調査を実施しました。218 人から

回答があり、回答者の８割が伊那市居住者でした。 

「伊那市らしい」とイメージする歴史や文化は何か、という質問には、70.2％が「天下第一の桜」

と称されるタカトオコヒガンザクラで知られる「高
たか

遠
とお

城
じょう

跡
せき

」、次いで 59.6％が「南アルプスや中央

アルプスなどの山岳資源」と回答がありました。また、「石造文化財」、「食文化」、「天竜川や三峰川

などの河川」も３割を超え、様々な歴史文化資源に加え、それをとりまく周辺環境にまで伊那市ら

しさを感じているという結果でした。 

「どのような文化財に興味や関心があるか」という問いには、「城跡」が一番多く 43.1％、次い

で「神社仏閣」が 37.2％という結果でしたが、「古いまちなみ」や「石造文化財」、「古墳などの遺

跡」への関心も上位となっており、様々な分野への興味関心が高いことがうかがえました。 

文化財に関する意見として、「若い人たちにも興味を持ってもらえるよう、発信方法を柔軟にし

てほしい」、「文化財のデジタル化・アーカイブ化を進め、より広い人々が文化財を活用することが

できるようにすべき」、「文化財に興味を持ってもらうために、博物館などで体験型の講座を増やし、

大人も子どもも楽しめるようにしてほしい」と歴史文化資源を知るため、活かすために情報発信を

充実してほしいとの意見が多く見られました。 

※指定文化財所有者アンケート・地域住民アンケート結果の詳細は、資料編に掲載しています。 
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２－２ 歴史文化資源に関わる主な文化施設と公開活用事業 

伊那市内には、歴史文化資源に関わる様々な施設があります。博物館施設においては、展示、講

座、様々なイベントなどの機会を設けて、歴史文化資源の公開活用事業を実施しているほか、公民

館活動の中でも、歴史文化資源を活用した講座が多く実施されています。 

※近年の公開活用事業の状況は、資料編に掲載しています。 

 

(１)文化施設 

表 博物館等資料展示施設 

 

 

表 学校郷土資料館・資料室等(公開施設のみ) 

 

  

伊那北小学校資料室 伊那市野底8380番地３ 不明 伊那北小学校

伊那⻄小学校郷土資料館 伊那市ますみヶ丘6949番地 平成４年(1992年)
伊那⻄小学校
地区公⺠館

富県小学校考古室 伊那市富県7312番地 不明 富県小学校

美篶小学校資料館 伊那市美篶5350番地１ 昭和40年代
美篶小学校
美篶地区住⺠

新山小学校郷土館 伊那市富県535番地２ 昭和40年(1965年) 新山小学校

手良小学校郷土館 伊那市手良野⼝222番地 令和元年(2019年)
手良小学校
手良地区住⺠

伊那市荒井3520番地 平成22年(2010年) 伊那市

伊那市高遠町東高遠400番地 平成４年(1992年) 伊那市

伊那市高遠町東高遠457番地 平成８年(1996年) 伊那市

旧池上家
　伊那市高遠町⻄高遠1724番地の１
高遠なつかし館・旧⾺島家住宅
　伊那市高遠町東高遠2074番地の１

平成15年(2003年) 伊那市

伊那市考古資料館 伊那市⻄箕輪3054番地４ 昭和51年(1976年) 伊那市
伊那市⻑⾕溝⼝1188番地１ 平成17年(2005年) 伊那市

孝⾏猿資料館 伊那市⻑⾕市野瀬405番地１ 平成22年(2010年) 伊那市

伊那市創造館 神子柴遺跡出土石器、御殿場遺跡出土土器等の国指定重要文化財の展示。上伊那図書館
の歴史、昭和の図書館、俳人・井上井⽉の展示など。

伊那市⽴高遠町歴史博物館 先史時代から現代までの高遠城と城下町高遠の歴史、文化、人物、⺠俗などをテーマごとにス
ポットをあてた展示。絵島囲み屋敷復元建物も併設。

伊那市⺠俗資料館
　旧池上家
　高遠なつかし館
　旧⾺島家住宅

旧池上家︓酢や醤油の醸造販売も⾏いながら、代々町問屋、町名主を勤めた池上家の住宅。
　　　　　　　近世の典型的な商家として貴重な建造物。
高遠なつかし館︓人々の⽣活で用いられた道具(⺠具)の展示や機織、縄ない機、蓄⾳機、
　　　　　　　　　　足踏みミシンなどの体験。
旧⾺島家住宅︓江⼾時代に高遠藩の眼科医を勤めた⾺島家の住宅で、天保年間(1830〜
　　　　　　　　　　1843年)に建てられた建物

池上秀畝、中村不折、小坂芝田ら伊那市ゆかりの作家の作品や、原田コレクションの作品をテー
マごとに展示する企画展を随時実施。

信州高遠美術館

⻑⾕公⺠館
（郷土資料室
　⼾台の化石資料館）

⻑⾕の遺跡から出土した土器や石器、⺠俗資料、⼾台の化石学習会で採取された化石の中か
ら代表的な化石などを展示。
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表 図書館・図書室 

 

表 公開されている文化財建造物 

 

表 名所・旧跡を含む都市公園 

 

表 その他 

 

位置 開館年 設置者

伊那市⽴伊那図書館 伊那市荒井3417番地２ 平成６年(1994年) 伊那市
伊那市高遠町⻄高遠810番地１ 昭和61年(1986年) 伊那市

春近郷ふれ愛館図書室 伊那市東春近1826番地 平成８年(1996年) 伊那市
富県ふるさと館図書室 伊那市富県6393番地１ 平成11年(1999年) 伊那市
てらとぴあ図書室 伊那市手良野⼝260番地１ 平成13年(2001年) 伊那市
⻑⾕公⺠館図書室 伊那市⻑⾕溝⼝1188番地１ 平成19年(2007年) 伊那市
美篶きらめき館図書室 伊那市美篶4999番地１ 平成20年(2008年) 伊那市
⻄箕輪ぬくもり館
　図書交流スペース 伊那市⻄箕輪6700番地２ 平成26年(2014年) 伊那市

⻄春近公⺠館図書室 伊那市⻄春近5146番地２ 令和４年(2022年) 伊那市

伊那市⽴高遠町図書館 郷土が⽣んだ作家・島村利正に関する展示、中村不折に関する展示をはじめ、古文書や古写
真、昔の教科書などの所蔵資料を⼊れ替えで展示。高遠町地区に伝わる⺠話の「紙芝居」を作
成し、⺠話の保存や伝承に取り組んでいる。

施設名
常設展示・内容

位置 開館年 設置者

高遠閣 伊那市高遠町東高遠2295番地 昭和11年(1936年) 伊那市
伊澤修二⽣家 伊那市高遠町東高遠2130番地１ 昭和50年代 伊那市
進徳館 伊那市高遠町東高遠2007番地 昭和58年(1983年) 伊那市
商家旧池上家
(伊那市⺠俗資料館) 伊那市高遠町⻄高遠1724番地の１ 昭和62年(1987年) 伊那市

旧⾺島家住宅
(伊那市⺠俗資料館) 伊那市高遠町東高遠2074番地の１ 平成15年(2003年) 伊那市

伊那市⻄町5597番地４ 平成17年(2005年) 伊那市

旧中村家住宅 伊那市高遠町⻄高遠184番地 平成30年(2018年) 伊那市

伊那部宿旧井澤家住宅
伊那街道伊那部宿の宿内で唯⼀の本棟造で最古の建造物の公開。

施設名
常設展示・内容

施設名 位置 開館年 設置者

高遠城址公園 伊那市高遠町東高遠2300番地１ 昭和57年(1982年) 伊那市

春⽇公園 伊那市⻄町5949番地１ 昭和59年(1984年) 伊那市

伊那公園 伊那市中央5528番地１ 昭和59年(1984年) 伊那市

殿島城址公園 伊那市東春近7369番地１ 昭和59年(1984年) 伊那市

富⼠塚スポーツ公園 伊那市荒井4558番地１ 昭和59年(1984年) 伊那市

施設名 位置 開館年 設置者

⻄駒山荘 伊那市伊那7119番地１ 昭和46年(1971年) 伊那市

⻑⾕伝統文化等保存伝習施設
(中尾座) 伊那市⻑⾕中尾363番地５ 平成９年(1997年) 伊那市

南アルプス⻑⾕ビジターセンター 伊那市⻑⾕非持1400番地 平成25年(2013年) 伊那市
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２－３ 歴史文化資源の保存・活用・管理に関わる主な団体組織 

伊那市内には、様々な形で歴史文化資源の保存や普及に関わる活動を行っている団体や組織があ

ります。公共的な団体や地
ち

縁
えん

団
だん

体
たい

、市民団体、ＮＰＯなど様々な組織の形態があり、その活動内容

も多岐にわたりますが、限られた地域内や単体の歴史文化資源を対象とした活動が多く、複数の歴

史文化資源にまたがり、広域的に活動する団体が少ないのが現状です。 

 

表 歴史文化資源の保存・活用・管理に関わる主な団体組織 

団体等名称 主な活動内容 関係する歴史文化資源 活動地域 
荒井獅子舞保存会 荒井獅子舞の保存伝承 荒井の獅子舞 伊那(⻯⻄) 

伊那部宿を考える会 
伊那部宿周辺の保存・活用、旧井澤家住宅の
保存管理 

伊那部宿酒屋旧井澤家住宅 伊那(⻯⻄) 

春⽇神社神楽伝承会 ⻄町春⽇神社の神楽保存伝承 春⽇神社の神楽 伊那(⻯⻄) 
駒ヶ岳御神楽保存会 内ノ萱駒ヶ岳神社⾥宮奉納神楽の保存伝承 内ノ萱駒ヶ岳神社⾥宮奉納神楽 伊那(⻯⻄) 
⻄駒こまくさ会 ⻄駒山荘で使う薪をつくり、山へ運び上げる ⻄駒山荘 伊那(⻯⻄) 
山寺義⼠踊保存会 義⼠踊の保存伝承 山寺義⼠踊 伊那(⻯⻄) 
山寺やきもち踊り保存会 やきもち踊りの保存伝承 やきもち踊り 伊那(⻯⻄) 
横井清水水利組合  艶三郎の井の管理 艶三郎の井 伊那(⻯⻄) 

横山⻘年部 
鳩吹山からの景観や鳩吹山城址の歴史案内、
⻄駒登山道横山道の整備など 

鳩吹山城址ほか横山地区の史跡、
景観 

伊那(⻯⻄) 

上の原区 上の原区誌の編纂事業 上の原区内の史跡など 伊那(⻯東) 
狐島史蹟保存会 狐島地区内の史跡の保存と伝承 蓮台 伊那(⻯東) 
若駒会 狐島地区の⻑持ち(踊りと唄)の保存と伝承 狐島の⻑持ち 伊那(⻯東) 
⽇影⻘友会 ⽇影の獅子舞の保存伝承 ⽇影の獅子舞 伊那(⻯東) 
NPO 法人 トンボ山 ムカシトンボ保護のための環境づくりほか ⾥山環境 富県 
北福地獅子囃子方保存会 北福地の獅子舞の保存伝承 北福地の獅子舞 富県 
南福地祭事会 南福地の獅子舞の保存伝承 南福地の獅子舞 富県 
貝沼獅子舞保存会 貝沼の獅子舞の保存伝承 貝沼の獅子舞 富県 
北福地の昔を訪ねる会 北福地の歴史遺産継承事業 北福地の歴史資料 富県 

桜井区 
歴史的価値のある松の保護対策 
松くい⾍の防除 

観浄寺周辺の赤松 富県 

富県区⻑会 地名調査成果の公開、普及 富県地域の地名 富県 

新山区⻑会 
松枯れ対策を⾏い、地域特産の松茸を守りなが
ら、⾥山の将来像を描く 

新山地区全域 富県 

新山農家組合 
新山郷土の歌を歌い継ぎ、地域の文化遺産を
維持、伝承していく 

新山郷土の歌 富県 

歌舞劇団田楽座 ⺠俗伝統芸能の伝承 ⺠俗伝統芸能 富県・市内外 
春富土地改良区 伝兵衛井の管理 伝兵衛井筋 富県・東春近 
蟻塚城跡保存会 蟻塚城の整備 蟻塚城 美篶 
笠原区 笠原区誌刊⾏事業 笠原区内の史跡など 美篶 

上大島区 
美篶地域の桜の⽊の保護、六道の堤周辺の 
環境保全 

上大島区所有の樹⽊ほか 美篶 

下県桜愛好会 下県桜トンネルの桜保存管理、ライトアップなど 下県桜トンネル 美篶 

美篶区⻑会 
三峰川の河川環境整備 
(景観保持作業、災害予防) 

美篶地域内三峰川 美篶 

美篶小学校資料館運営委員会 美篶小学校資料館の運営、保存管理 美篶小学校資料館 美篶 

美篶地区各種団体協議会 
霞堤の桜並⽊などのライトアップ、 
三峰川堤防の桜並⽊ ほか 

地区内の桜並⽊ 美篶 

両川手六道地蔵尊⽼人クラブ 六道地蔵尊縁⽇祭りの実施 六道の森、六道地蔵尊 美篶 
中坪の歩み研究委員会 手良中坪地区の歴史文化の伝承 手良中坪地区の史跡ほか 手良 

浅間山登山道整備委員会 
浅間山、富⼠信仰などの調査研究、登山道の
整備 

浅間山 手良 

手良春⽇城跡保存会 春⽇城跡の保存整備 春⽇城跡 手良 
手良郷土研究会 手良郷土館の充実、資料収集などの整備 手良郷土館 手良 

 



  

 

118 

 

団体等名称 主な活動内容 関係する歴史文化資源 活動地域 

手良地区活性化促進会議 
史跡周辺の整備、手良みどころマップ作製配布、
浅間社狼煙台の活用など 

手良地区の史跡、浅間社ほか 手良 

手良伝統文化保存会 伝統文化の保存継承 手良太鼓ほか 手良 
中組⿃の宮湧水を守る会 湧水取水施設の整備 ⿃の宮湧水 手良 
田原囃子保存会 田原の囃子方と獅子舞の保存伝承 田原の囃子方と獅子舞 東春近 
土蔵獅子舞囃子方保存会 土蔵獅子舞の保存伝承 土蔵の獅子舞 東春近 
原新田獅子舞保存会 原新田獅子神楽と囃子方の保存伝承 原新田獅子神楽 東春近 
東春近財産区 野田山アヤメ園の調査研究、保存整備 野田山アヤメ園 東春近 
東春近地区協議会 殿島橋歴史案内板修復 殿島橋 東春近 
中殿島区 野田山アヤメ園の保存管理 野田山アヤメ園 東春近 
⽼松場の丘・古墳公園 
整備委員会 

⽼松場古墳の保存と周辺整備 ⽼松場古墳群 東春近 

大泉新田獅子舞保存会 大泉新田獅子舞の保存伝承 大泉新田獅子舞 ⻄箕輪 
大萱区 大萱の百万灯の保存伝承 百万灯 ⻄箕輪 
経ヶ岳自然植物園保全管理会 経ヶ岳自然植物園の保存整備 経ヶ岳自然植物園 ⻄箕輪 
⽻広の獅子舞保存会 ⽻広の獅子舞保存伝承 ⽻広の獅子舞 ⻄箕輪 
吹上獅子舞保存会 吹上獅子舞の保存伝承 吹上の獅子舞 ⻄箕輪 
与地区 与地の獅子舞映像記録化 与地の獅子舞 ⻄箕輪 
与地獅子舞保存会 与地の獅子舞の保存伝承 与地の獅子舞 ⻄箕輪 
赤城区虚空蔵菩薩保存会 虚空蔵菩薩祭の継承 虚空蔵菩薩祭 ⻄春近 
小出⼀区 小出⼀区の地名、歴史、伝承の勉強会の実施 小出⼀区の文化財地名ほか ⻄春近 
小出太鼓 小出太鼓の保存伝承 小出太鼓 ⻄春近 

小出連合 
小出に伝わる内藤家奉納甲冑を展示と紹介パ
ンフレットの作成 

小出諏訪神社へ奉納された内藤家
所有具足 

⻄春近 

沢渡区 
沢渡区の歴史や現状を地域に伝えるための活動 
(パネル、冊子作製) 

沢渡区内の文化財など ⻄春近 

沢渡本町沢仁会 
ホタルの保護育成 
地域を象徴する桜の保護活用事業 

地区内のホタル 
地区内のサクラ 

⻄春近 

下牧区 
下牧の歴史を守るための環境美化、整備事業
の実施 

モロタお練り街道ほか ⻄春近 

下牧獅子舞保存会 下牧の獅子舞と囃子方の保存伝承 下牧の獅子舞 ⻄春近 
下牧歴史保存会 下牧地区の石造文化財などの保存管理 下牧地区の石造文化財など ⻄春近 
⻄春近自治協議会 地域環境保全と権現山歩道整備 権現山 ⻄春近 
⻄春近北小学校同窓会 
会報編集委員会 

歴史・文化・自然・風習などを盛り込んだ⻄春近
カルタの作成 

地域内の史跡など ⻄春近 

山本地名調査委員会 山本地区内の歴史文化の継承 山本集落 ⻄春近 
荒町区子供騎⾺⾏列保存会 貴船神社子供騎⾺⾏列の伝承 貴船神社子供騎⾺⾏列 高遠町 

NPO ナカラ 
旧中村家住宅「たまきや」の運営、地域の歴史
文化の紹介展示 

旧中村家住宅 高遠町 

勝間桜を守る会 
勝間のしだれ桜や集落内の桜の保護育成、 
散策遊歩道の整備 

勝間のしだれ桜、勝間区内の桜 高遠町 

孤軍高遠城伝承会 孤軍高遠城の保存伝承 舞踊孤軍高遠城 高遠町 
史跡案内グループふきのとう 高遠町内の史跡、神社仏閣などの案内ガイド 高遠城跡ほか高遠町内の史跡など 高遠町 
信州高遠藩鉄砲隊 古式銃の砲術演武の実施 砲術 高遠町 

高遠郷土研究会 
郷土研究、郷土誌「高遠」の発⾏、文化財環境
整備 

進徳館、樹林寺ほか 高遠町 

高遠そばの会 高遠そばの振興 高遠そば 高遠町 
高遠太鼓保存会 高遠太鼓の保存伝承 高遠太鼓 高遠町 
高遠囃子伝承会桜奏会 高遠ばやしの保存伝承 高遠ばやし 高遠町 
高遠囃子伝承会婦人部 高遠ばやしの保存伝承 高遠ばやし 高遠町 
高遠をこよなく愛する会 ⺠俗資料館周辺の環境整備、共催事業実施 旧⾺島家住宅、旧池上家 高遠町 
「⽇本で最も美しい村」 
推進委員会 

⽇本で最も美しい村の事業実施 桜、石仏、農村景観 高遠町 
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団体等名称 主な活動内容 関係する歴史文化資源 活動地域 
名君 保科正之公の 
 大河ドラマをつくる会 

保科正之公の顕彰事業の実施 保科正之 高遠町 

⻯勝寺山の姫小松保存会 ⺠謡舞踊⻯勝寺山の姫小松の保存伝承 ⻯勝寺山の姫小松 高遠町 
ジオパークガイド 南アルプスジオパークの案内ガイド 南アルプスジオパーク ⻑⾕・高遠町 
秋葉街道道普請隊 秋葉街道の整備、案内 秋葉街道 ⻑⾕ 
⼀般社団法人 
 南アルプス⾥山案内人協会 

南アルプス周辺の保全活動やエコツアーなどの 
実施 

南アルプス ⻑⾕ 

⼊野⾕そば振興会 ⼊野⾕在来そばの保存と栽培 ⼊野⾕在来そば ⻑⾕ 
NPO 法人 
 南アルプス食と暮らしの研究舎 

食を通じた山村活性化 
伝統食としての雑穀栽培 

雑穀 ⻑⾕ 

ざんざ節保存会 
⺠謡ざんざ節、きんにょんにょ(キンニョンニョ)の保
存伝承 

ざんざ節 
きんにょんにょ(キンニョンニョ) 

⻑⾕ 

⼾台の化石保存会 ⼾台の化石の調査研究保存 ⼾台の化石 ⻑⾕ 
信州伊那中尾歌舞伎後援会 中尾歌舞伎の保存伝承 中尾歌舞伎 ⻑⾕ 
中尾歌舞伎保存会 中尾歌舞伎の保存伝承 中尾歌舞伎 ⻑⾕ 

⻑⾕っ子応援隊 
⻑⾕小学校を核とした伝統文化の継承、地域
間交流 

孝⾏猿の⺠話、ざんざ節 ⻑⾕ 

溝⼝区 溝⼝区内の史跡などの保存整備 溝⼝区内の史跡 ⻑⾕ 
溝⼝郷づくり会 熱田社や周辺文化財を活かした地域づくり 熱田神社ほか溝⼝区内の文化財 ⻑⾕ 
南アルプスジオパーク 認定ガイド会 南アルプスジオパーク周辺の案内ガイド 南アルプス ⻑⾕ 

NPO 法人 美和湖倶楽部 
地域の河川で自然に親しみ、野外活動を⾏う 
学校の野外教育⽀援、⻑⾕などの地形・地質を
学ぶ 

美和湖、南アルプスジオパーク ⻑⾕ 

武田信玄狼煙会 
⻄春近地区、手良地区、高遠町公⺠館などが
参加し、高森町の事務局を中⼼に武田信玄ゆ
かりの地を狼煙でつなぐイベントを実施 

市内各地の狼煙台、山城ほか 
手良・東春近・ 
⻄春近・富県・ 
高遠町 

⼀般社団法人井上井⽉顕彰会 井上井⽉の調査研究、顕彰事業 井上井⽉ 市内全域 
い〜なガイドの会 史跡などの案内ガイド 市内の史跡など 市内全域 

伊那市観光協会 
市内観光施設の紹介、特産品の紹介、観光客
の誘致、ガイドの育成など 

市内の観光地 市内全域 

伊那市桜守の会 桜の保護育成 市内の桜 市内全域 
伊那市地蜂愛好会 蜂追い文化の伝承や蜂資源の増殖 地蜂 市内全域 
伊那節保存会 ⺠謡伊那節の伝承 伊那節 市内全域 

伊那⾕フィルムコミッション 
映画、ドラマ、プロモーションビデオ、CＭなどに関
するロケ⽀援 

市内の町並み、風景、建造物ほか 市内全域 

NPO 法人 伊那芸術文化協会 芸術文化活動の実施、普及、振興 芸術文化活動 市内全域 
NPO 法人 三風デザイン 景観保全活動 景観 市内全域 
NPO 法人 森の座 森林資源と文化の保全 山村文化 市内全域 
NPO 法人 
 伊那⾕森と人を結ぶ協議会 

豊かな森づくりに関する活動 タカトオコヒガンザクラ 市内全域 

上伊那教育会 地域の自然、歴史、文化などの研究、普及活動 地域文化全般 市内全域 
上伊那郷土研究会 地域文化の継承、郷土誌「伊那路」の発⾏ 地域文化全般 市内全域 
郷土芸能を語り継ぐ集い 
 実⾏委員会 

無形文化財などの伝統芸能の交流、発表 無形⺠俗文化財の伝統芸能ほか 市内全域 

信州そば発祥の地伊那そば振興会 そばの振興 そば 市内全域 

高遠ぶらり制作委員会 
古地図、古写真などを使った散策アプリケーション
開発など 

高遠城跡ほか 市内全域 

ローメンズクラブ ローメン文化の普及と味を守る ローメン 市内全域 
三峰川みらい会議 河川環境の保全と川づくり 三峰川 三峰川流域 
NPO 法人 ふるさと芸能研究所 ⺠俗芸能の調査、記録、指導 ⺠俗芸能 市内外 
⼀般社団法人 
 高遠石工研究センター 

高遠石工の調査研究、情報発信 高遠石工の石造物 市内外 

信州伊那⾕ガレット協議会 
地域の名産であるそばを利用した新たな食文化
ガレットの普及 

そば 市内外 

特定非営利活動法人  
信州伝統的建造物保存技術研究会 

歴史的建造物の調査や伝統的技術の研究、
研修などの実施 

歴史的建造物 市内外 


