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第１・２回認定
遠野遺産全解説

１　遠野七観音・山谷観音

　遠野七観音の第一番札所。大慈山長福寺とし
て斉衡元年（854）に創建されたと伝えられる。
元禄 12 年（1699）観音堂再建され中世堂の特
徴を伝える。（現存）、寛保 2年（1742）十一面
観音像を安置（現存）。県指定有形文化財。

種別：有形文化遺産
２　遠野七観音・松崎観音

　第二番札所。麦沢山松崎寺として大同 2 年
（807）に創建されたと伝えられる。現在の観音
堂は享保 9年（1724）の再建である。本尊は古
代の立木仏を偲ばせる十一面観音立像で、慶長
11 年（1606）の銘がある。

種別：有形文化遺産

３　遠野七観音・平倉観音

　第三番札所。谷行山細山寺として大同 3 年
（808）に創建されたと伝えられる。本尊は十一
面観音で、堂舎は宝暦 10 年（1760）に再建さ
れた。江戸中期の装飾性の強い仏堂建築である。
市指定有形文化財。

種別：有形文化遺産
４　遠野七観音・鞍

く ら は さ ま

迫観音

　第四番札所。鞍迫山福滝寺として仁寿 2 年
（852）に創建されたと伝えられる。万治 2 年
（1659）に観音堂が全焼、この時に観音像の表
面が炭化した。観音堂は県内でも有数の江戸前
期の大堂である。県指定有形文化財。

種別：有形文化遺産
５　遠野七観音・宮守観音

　第五番札所。月見山平沢寺として大同 2 年
(807) に創建されたと伝えられる。本尊の千手
観音立像は総高 77cm で江戸後期の作である。
もとの本尊は、火災に遭った混乱で失われてし
まった。

種別：有形文化遺産

６　遠野七観音・栃内観音

　第六番札所。大月山栃内寺として大同 2 年
（807）に創建されたと伝えられる。観音堂は寛
政 12 年（1800）に再建されたものである。本
尊は享保 5年（1720）銘の馬頭観音坐像。別称、
山崎観音、馬頭観音。

種別：有形文化遺産
７　遠野七観音・笹谷観音

　第七番札所。附馬牛山長洞寺として大同 2年
（807）に創建されたと伝えられる。観音堂は弘
化 5年（1848）の建築。本尊は勢至観音である。
もとは、長洞というところにあったが、70 年程
前に移築したという。

種別：有形文化遺産
８　宇

う が

迦神社拝殿及び旧跡一里塚石碑

　地元ではウンナンサマと呼ばれている。拝殿
は大正 2年に元八幡神社より移築。旧跡一里塚
石碑は昭和 36 年建立。ウンナンサマ信仰は水、
鰻に関する信仰で、宝永 2年（1705）以前には
すでにこの地にあった。

種別：有形文化遺産

第１回認定

→
小友 松崎

上郷 宮守 宮守

土淵 附馬牛 遠野

平成 19年 7月 20 日認定
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９　山口の水車小屋

　土淵町山口集落にある茅葺の水車小屋。遠野
の農村イメージを象徴する建物として、観光地
となっている。古くからこの地にあるようだが
建築年代は不明。現在でも使用している。

種別：有形文化遺産
10　飯豊の熊野神社と羽黒神社

　飯豊地区に神社が密集する地域である。昔、
ご神体の権現様同士が喧嘩をし、熊野神社の権
現様は耳を喰いちぎられ、羽黒神社の権現様は
舌を喰いちぎられたという伝説がある。

種別：有形文化遺産
11　中妻観音堂

　もとは喜清院を開基した佐々木出雲の氏神だ
という。大正 2年頃に廃社となったが住民の崇
敬が篤い。以前は 31 地割に建てられていたが、
明治 40 年（1907）の水害により現在地に移さ
れたと言われている。

種別：有形文化遺産

12　辨
べ ん

財天様

　その昔、この地域一帯は沼地であり、扇状地
の末端で湧水地帯となっている。そのためか、
災害、水から守るためこの地に祀られた。建立
の時期は、堂内に残された棟札より文化 6 年
（1809）以前である。

種別：有形文化遺産
13　旧青笹村役場庁舎

　昭和 28 年（1953）に青笹村役場庁舎として
建設された。総建坪約 118 坪、2階建て　建築
様式ハロータイル建築、二重窓、屋上展望台、
時報装置付き。現在は「青笹町民俗館」として
利用されている。

種別：有形文化遺産
14　伊豆神社

　創建は不明。大同年間（806 ～ 809）早池峰
を開山した始閣藤蔵が厚く信仰したといわれ
る。現存すると思われる最古の棟札は元文 2年
（1737）再興のもの。遠野三山伝説の発祥の地
である。

種別：有形文化遺産

15　外山開墾記念碑

　外山地区の開墾の祖である及川恒次を顕彰す
る石碑。及川恒次は金鉱を採掘し、その資金で
外山地区を開墾した。記念碑は及川家 8代目伝
庫長男忠兵が明治 40 年（1907）12 月に建立。

種別：有形文化遺産
16　鷹鳥屋の西国順禮塔

　明治 10 年（1877）に地区民によって建立さ
れた高さ 4.5m、幅 2.4m の市内最大級の石碑。
塔石は二郷山で採石し、多数の人で牽引したが
途中で動かなり、そこにあった適当な大石を台
石にして建てたという。

種別：有形文化遺産
17　火

ひ わ た し

渡の石碑群

　路傍の石碑 14 基（有縁無縁萬霊供養塔、西
国巡礼塔、三峯山、馬頭観音、庚申塔などがあ
る）。この石碑群は、背後の田園風景とあいまっ
て、景観的に良好であり、様々な刊行物の被写
体として利用されている。

種別：有形文化遺産

18　谷地館の址と八幡宮

　嘉禎元年（1235）に宇夫方広治によって築か
れた平城である。現在はほとんどその痕跡はな
い。宝徳 2年 (1450) 気仙の金成政実により谷地
館が攻められたが、近隣の援軍に助けられ撃退
したという記録がある。

種別：有形文化遺産
19　西

な ら い

風舘

　宝徳 2年（1450）に宇夫方守儀が築いた、堀切、
曲輪を備えた中世の館跡。弘治 3年（1557）に
葛西領から夜襲を受け落城した。堀切には「千ヶ
堀 ｣という名前がついている。館跡の名残りと
して八幡神社がある。

種別：有形文化遺産
20　辷

す べ た

田峠一里塚

　２基１対、高さ2.5ｍと2.9m。完全に形が残っ
ている。一里塚は、街道に１里（約 4㎞）ごと
に土を盛り、木を植え里程の目標としたもの。
遠野市指定文化財に指定されている。

種別：有形文化遺産

土淵 土淵 青笹

青笹 青笹 上郷

小友 小友 附馬牛

綾織 綾織 上郷
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22　カッパ淵～蓮
は せ き

池川水域

　カッパ淵及び蓮池川水系は、農村集落を流れ
る小川の美しい農村景観である。カッパ淵は、
カッパの民話が多い遠野のイメージを象徴する
場所として、遠野の代表的な観光地となってい
る。

種別：有形文化遺産
23　呼ばれ石

　国道 396 号沿いにある大きな岩。昔、岩の近
くで人を呼ぶと、それに応じて岩も同じことを
言うので、猟師に頼んで一発石に打ってもらっ
た、それからは呼応しなくなったという。その
鉄砲傷が残っているという。

種別：有形文化遺産

24　遠野太神楽

　史料によると、宝暦 4年（1754）には舞われ
ていた。囃子方は笛と、大太鼓、小太鼓の 2組
を 1人でたたく太鼓からなり、笛は多いほうが
良いとされる。南部神社例大祭、遠野郷八幡宮
例大祭などで奉納される。

種別：無形文化遺産
25　遠野南部ばやし

　町方に伝わる優雅な民俗芸能。太鼓、三味線、
笛、大鼓、小鼓からなる囃方に唄、踊りがつい
ており、囃子は通り、六方の二曲に分かれてい
る。始まりは寛文元年（1661）とされる。

種別：無形文化遺産
26　綾織しし踊り

　中宿の金成という屋号の家の祖先が宮城県の
金成村のしし踊りを伝えたという。かつては中
宿集落だけで踊っていた。その後中宿、日影、
砂子沢集落で伝承されていたが、現在は一つに
まとまって活動している。

種別：無形文化遺産

27　青笹しし踊り

　遠野に典型的な幕踊り系しし踊り。寛政 3年
（1791）頃に伝えられた。昭和 39 年（1964）
に糠前、中下、中沢の三集落のしし踊りが統合
し保存会を結成。昭和 49 年（1974）に県無形
民俗文化財指定を受けた。

種別：無形文化遺産
28　一

ひ と い ち

日市のお雛見

　お店、個人宅でお雛様を飾り遊覧客に対して
雛の由来などを話し、甘酒や菓子でもてなす習
慣。記録では大正2年にはすでに行われていた。
交通の要衝として商家が栄え、このような習慣
が生まれたと考えられる。

種別：無形文化遺産
29　新

み そ う ろ う

精霊

　お盆の 8月 14 日にお寺、初盆の墓、家で地
域の人が集まりお念仏を唱える風習。以前は周
辺の地区でも行われていた。読まれる念仏は、
真言宗、浄土宗の思想で構成される。

種別：無形文化遺産

30　大日山のさくらと赤松

　桜は貞享 2年（1685）の春、南部義長公の祈
願により、善応寺住職宥如法印をして湯殿山の
分霊を勧請してこの境内に大日堂を建立したと
きに、宥如法印の手によって植えられたものと
伝えられている。

種別：自然遺産
31　不動巖

い わ

　不動尊が祀られている岩龍神社の背後にあ
る、高さ約 54mの岩壁。岩面には登り降りす
る龍の姿のような跡がある。岩の上に生育する
松などの木々が四季を感じさせる。古くより景
勝地として知られる。

種別：自然遺産
32　寺沢川渓谷

　標高約 900mの寺沢高原から標高約 250 ｍの
上宮守集落まで流れ宮守川に合流するこの川を
寺沢川という。この川には、4、5m程の滝が連
続しており、「四十八滝」と呼ばれる景勝地に
なっている。

種別：自然遺産

21　山口デンデラ野

　遠野物語の姥捨て伝説の地として知られる遠
野を代表する観光地の一つ。『遠野物語』111
話に、六十歳を超える老人がデンデラ野に追い
やられる慣習があったと記されている。現況は、
原野と畑地になっている。

種別：有形文化遺産

土淵 土淵 宮守

遠野 遠野 綾織

青笹

遠野

遠野 小友

小友 宮守
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33　上中宿の熊野神社と石碑群

　明治の頃、地元有志で防火の神をお祀りした
いということで勧請した。境内にある ｢古峯山
｣ の碑は、まさに防火を祈願したものである。
境内の石碑の最古は、明治 24 年銘の「金比羅
大神」碑である。

種別：複合遺産
34　菅原神社

　本殿は三間四面、拝殿は四間二間、老杉の
並木。境域一帯に松、杉等が茂る。『遠野物語』
119 話に記述があり、天神の森として有名であ
る。祭日は旧 7月 25 日であり、現在も行われ
ている。

種別：複合遺産
35　元八幡宮境内地及び夫婦杉桜

　「夫婦杉桜」は、杉と桜が根元で抱き合い、
長い年月寄り添う姿は夫婦のようである。元八
幡宮は、南部氏が寛文元年（1661）に八幡宮を
現在の踊鹿山に遷宮した後、荒廃していたが明
治以降に復興された。

種別：複合遺産

36　伝承園とその周辺

　国重要文化財の菊池家住宅を中心とした観光
施設である伝承園と早池峰古参道などを含む周
辺。伝統技術の伝承、伝統的な年中行事の再現
などを行っている。市内の観光施設で最も入館
者数が多い。

種別：複合遺産
37　荒

あ ら が み

神神社

　茅葺の社殿、御神体は権現様。春先は水を張っ
た田んぼの中のお社、秋は黄金色の中のお社と
して見栄えのする風景であり、遠野らしい風景
として知られ、多くのメディアに取り上げられ
有名なった。

種別：複合遺産
38　貞

さ だ と う

任水芭蕉群生地

　貞任高原の国有林内に広がる県内有数の規模
を誇るミズバショウの群生地。貞任牧場の開拓
に伴って、ミズバショウの群生が広く知られる
ようになった。春の観光地として有名。

種別：自然遺産

39　重
ち ょ う た ん け い

湍渓

　猿ヶ石川上流にある渓流。巨大な花崗岩が階
段状に浸食され、畳を何枚も敷いたように対岸
近くまで連なる。釜石線全通記念として一般公
募した沿線八景の一つにも選ばれた。

種別：自然遺産
40　琴畑渓流と白滝不動尊

　琴畑川渓流の白滝周辺と白滝付近に祀られて
いる白滝不動尊。美しさと水量の豊富さで、遠
野市内屈指の景観である。白滝付近には、不動
尊が祀られており、浜との往来をしていた往時
が偲ばれる。

種別：自然遺産
41　又一の滝とお不動さま

　薬師岳中腹にある、直下約 20mの滝と傍の
不動明王が祀るお堂。紀州那智の滝は海内一と
称されるが、これも亦海内一の滝であると嘆賞
したことから「亦一の滝」と呼ばれ、又一の滝
と称されるようになった。

種別：自然遺産

第２回認定

→
次のページからは

綾織 附馬牛 松崎

土淵 青笹 土淵

附馬牛 土淵 附馬牛

平成 19年 12 月 20 日認定

　遠野遺産は、地域づくり団体等が地域にある誇るべき遺産を推薦し、

遠野遺産認定調査委員会が推薦物件の調査を行い、その調査結果に基づ

いて遠野市長が認定する、次世代に守り伝えていくべき遠野のたからも

のです。

　平成 19 年度からスタートしたこの制度によって、初年度は 5月及び 9

月に推薦募集受付を行い、7月及び 12 月に認定が行われて 53 件の遠野

遺産が誕生しました。今後も引き続き年 1回程度の募集と認定を行って

いく予定です。

遠野遺産って何だろう？
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46　山崎金勢様

　沢の治水工事を行った際に、金勢様が地中か
ら発見された。以後、御宮を建立し、5月 5 日
に例祭を行っている。子授けや女性の腰の病気
に効験があり、また、豊作を司る神とも言われ
る。

種別：有形文化遺産
47　馬

ま っ こ

子繋ぎ

　６月 15 日の八坂神社例祭の早朝に行われる
無病息災や豊作祈願をする行事。木版で刷っ
た馬の版画に一部切れ込みを入れて手綱をつく
る。馬の口元に、米の粉を水で練ったものをつ
け水田の水口につなぐ。

種別：無形文化遺産

48　早池峰しし踊り

　幕踊り系しし踊り。張山、上柳、東禅寺の３
団体を合わせて早池峰しし踊りと称する。一説
には江戸時代の中頃に遠州で習い覚えてきたと
伝えられる。昭和 49 年（1974）に県指定無形
民俗文化財に指定。

種別：無形文化遺産
49　下郷さんさ踊り

　演目には「輪踊り」、「組踊り」がある。踊手、
太鼓、笛で成る。太鼓は踊りながら叩く。北海
道十勝、花巻市横志田、東和町谷内を経て昭和
24 年に下郷に伝えられた。９月 28 日頃にある
砥森神社例祭に奉納される。

種別：無形文化遺産
50　長泉寺かやの木

　かやの木がある長泉寺は、天正２年（1574）
阿曽沼氏の重臣、鱒沢左馬助が創建した。1610
年前後に５代目鱒沢広恒の子が「境内にあるか
やの木の下で処刑された」とされている。遠野
市指定天然記念物に指定されている。

種別：自然遺産

51　稲荷穴

　達曽部川上流の白石地区にある石灰岩層に発
達する鍾乳洞。ここから湧き出る清水の評判は
高く、岩手の名水 20 選に選ばれている。地域
の主催で毎年 8月に稲荷穴まつりが開催されて
いる。

種別：自然遺産
52　小黒沢の伊豆権現とその周辺

　この伊豆権現の創建は享保 8年（1723）以前
と伝えられる。源義経の愛馬である小黒号にま
つわる伝説があり、小黒号馬魂碑がある。境内
のイヌザクラは推定樹齢 220 年で、市指定天然
記念物に指定されている。

種別：複合遺産
53　天王様とモミの木

　小烏瀬、琴畑川の合流地点に、「天王様」と
して慕われている八坂神社がある。祭神は牛
頭天王であるがビンズル尊が祀られているとい
う。境内のモミの木は推定樹齢 300 年で市の天
然記念物に指定されている。

種別：複合遺産

44　獅子一
いっ こ う

吼百獣脳
のう れ つ

烈の碑と獅子踊供養塔

　獅子一吼百獣脳烈の碑は獅子踊りを創設した
寛保２年（1742）に建立されたといわれる。ま
た、獅子踊供養塔は獅子踊り再興を機に弘化３
年（1846）に建立された。これらの碑は、「長
野獅子踊り」の発祥の証であるとされる。

種別：有形文化遺産

45　乳神様（金勢様）

　乳神様（金勢様）は、大きな岩の上に立つウッ
コの大木に抱かれるようにしてある。子供が授
からなかったり、お乳が出なかったりする女性
が、子宝やお乳がたくさん出るよう祈願した。

種別：有形文化遺産

43　達曽部八幡神社

　旧宮守村では最も格式が高い神社とされる。
創建は慶長13年（1608）である。嘉永元年（1848）
に再建された現存する拝殿の天井には、色鮮や
かな天井絵がある。9月 15 日には例大祭が行
われる。

種別：有形文化遺産
42　日

ひ で

出神社

　義経の娘、日出姫がこの地で亡くなったとい
う伝説がある。旧上郷村の村社である。眼病に
効験があるとして、江戸時代には遠野南部氏か
らの篤い信仰があった。例祭は 6月第 3日曜日
に行われている。

種別：有形文化遺産

上郷 宮守 小友

綾織 土淵 小友

附馬牛 宮守 宮守

宮守 小友 土淵
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認定第 12号　辨
べん ざ い て ん さ ま

財天様

おらほの遺産活用術

Case 01

所 在 地　  青笹町糠前 21 地割 35 番地

所 有 者　  清水　亙

推薦団体　青笹町地域づくり連絡協議会

地域の熱意が
遺産をよみがえらせた !!

地域みんなで汗を流し
地元の大工さんも奮起
材料費だけは市の補助。

地元負担分の費用は地区からの寄付で賄いました。

周辺の環境整備は地域住民が行い、

地元の大工さんたちが汗を流し、

屋根トタンの葺き替え、土台の補強、

腐った木材の取替え、内装工事を行いました。

水害で苦しんだ先人の願い
これからも大切にしていきたい
1809 年（文化 6年）には、すでに辨財天様がありました。

なんと、約 200 年前からこの青笹町飛鳥田の地を見守ってきたのです。

飛鳥田は古くから水が湧く地域。水害にも悩ませられた地域でもありました。

先人たちは、水害が起きないように、辨財天様に祈りを捧げてきたのでしょう。

地域では今後も周辺環境の整備につとめ、先人たちの想いを受け継いでいきます。

地域の
遺産をよみがえらせた !!

修復前のお堂

修復中のお堂

修復後のお堂

傷みが激しい建物、
周囲は草木が生い茂る

周囲の草木は刈り払われ、
着々と修復工事が進む

傷んでいた箇所は修復された。
周囲もきれいに整備された。

「みんなで築くふるさと遠野推進事業補助金」を活用した遠野遺産（辨財天様）保存・活用事業～お堂の修復工事～

協同作業で深まる
地 域 の 絆

「遠野遺産認定制度」では認定を受けることがゴールではない、認定を受けることがスタートなのだ。

認定を受けた遠野遺産を舞台に、住民と行政が協働して様々な保護・活用が展開されている。

ここでは、遺産を積極的に活用して地域の絆を深めた 5つの事例を紹介する。
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認定第 2号　遠
と お の し ち か ん の ん

野七観音・松
まつ ざ き か ん の ん

崎観音Case 02

所 在 地　  松崎町松崎 11 地割 81 番地１ほか

所 有 者　  西教寺住職 諏訪眞教　菊池義正　鈴木ツナ

推薦団体　松崎町地域づくり連絡協議会

松崎観音石段修復事業

遠野七観音第 2番札所、七観音めぐりで多くの人が訪れます。

長いの歳月を経た石段は荒れ、利用が困難になっていました。

材料は市から、作業はすべて自分達で行いました。

もっと多くの人に地元の遺産に訪れてほしい。

そんな願いを込めながら、地域が一体となって作業しました。

多くの人に来てもらえる

遺産にしたい

認定第 35号　元
も と は ち ま ん ぐ う け い だ い ち

八幡宮境内地及び夫
めお と す ぎ ざ く ら

婦杉桜Case 03

所 在 地　  松崎町光興寺 13 地割 84 番地

所 有 者　  阿部富行

推薦団体　松崎町地域づくり連絡協議会　

「みんなで築くふるさと遠野推進事業補助金」を活用した「夫婦杉桜」遺産認定記念・寄り添いコンサート事業

元八幡宮は遠野郷八幡宮の前身、阿曽沼時代はここにありました。

夫婦杉桜は、杉と桜が根元で絡み合い夫婦のように寄り添う。

認定記念コンサートは、地元で運営の手作りコンサート。

出演者への謝礼、機材賃借料等は市の補助を受けました。

地元の手作り
コンサートで遺産を活用

修復前の石段
崩れかけた石段
お年寄は利用が困難だった

舞台も地元が手作り
境内に生える木を切り加工して、
地元住民等の手で作った。
夫婦杉桜の囲いや説明板も手作り。

修復中の石段
地元みんなで石段の修復

修復後の石段
お年寄りが利用できるよう
手すりを付けた
作業完了後に記念撮影

修復後の石段
お年寄りが利用できるよう
手すりを付けた
作業完了後に記念撮影
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認定第 4号　遠
と お の し ち か ん の ん

野七観音・鞍
くらはさまかんのん

迫観音Case 04

所 在 地　  宮守町上鱒沢 18 地割 79 番地２

所 有 者　  宇夫良子

推薦団体　上鱒沢地区自治会　

「みんなで築くふるさと遠野推進事業補助金」を活用した遠野七観音・鞍迫観音への橋新設工事

鞍迫観音は遠野七観音の 4番札所、観音堂は県指定文化財。

地元の信仰も厚く、観光地としても知られています。

地域住民がみんなで協力して、橋の架け替え、参道の整備を行いました。

専門的な工事費、材料費だけは市の補助を受けました。

地域の力で
参道を整備

認定第 18号　谷
や ち だ て

地館の址
あと

と八
はち ま ん ぐ う

幡宮Case 05

所 在 地　  綾織町上綾織 24 地割 13 番地

所 有 者　  鈴木主計

推薦団体　綾織町第 6区自治会　　

「みんなで築くふるさと遠野推進事業補助金」を活用した谷地館の址と八幡宮整備事業～お社の修復工事～

専門的な工事費、材料費は市の補助。

やれることは自分達で、

塗装作業、踏み台の石の固定は地元の手でやりました。

修繕作業が完成した後には、

数年中断していたお祭りも行って喜びを分かち合いました。

自治会で一体となって
遺産を守っていく

架け替え前の橋
腐って渡れなくなった旧参道の丸木橋
しばらく通行止めにしていた

修復前のお社
塗装が剥げた鳥居
お社も傷んでいる

架け替え後の橋
景観に配慮して木を用い
見えないところにH鋼を使った
荒れていた参道の整備も行った

架け替え後の橋
景観に配慮して木を用い
見えないところにH鋼を使った
荒れていた参道の整備も行った

修復作業中
基礎工事、塗装工事を行う

修復後のお社
きれいに塗装された。
修繕作業が完了。

修復前のお社

修復後のお社

架け替え前の橋

今回紹介した他にも、遠野地区「遠野太神楽」稽古場改修事業、綾織地区「上中宿の熊野神社と石碑群」の石碑移設事業、土淵
地区「山口デンデラ野」の散策道整備事業、青笹地区「青笹しし踊り」冊子作成事業、上郷地区「遠野七観音・平倉観音」の扁
額修復事業、が行われました。今後、小友地区　遠野遺産説明板設置事業、上郷地区「遠野七観音・平倉観音」誘導標柱設置事業、
「辷田峠一里塚」案内板設置事業、宮守地区「呼ばれ石」案内板設置事業、「寺沢川渓谷」案内板設置事業が行われる予定です。
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認定

番号
名　称 よみがな 所　在　地 推　薦　者 種　別

1 遠野七観音・山谷観音 とおのしちかんのん・やまやかんのん 小友町 37 地割１番地 小友町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

2 遠野七観音・松崎観音 とおのしちかんのん・まつざきかんのん 松崎町松崎 11 地割 81 番地１、82 番地、83 番地 松崎町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

3 遠野七観音・平倉観音 とおのしちかんのん・ひらくらかんのん 上郷町平倉 47 地割 34 番地 上郷町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

4 遠野七観音・鞍迫観音 とおのしちかんのん・くらはさまかんのん 宮守町上鱒沢 18 地割 79 番地２ 上鱒沢地区自治会 有形 建造物等

5 遠野七観音・宮守観音 とおのしちかんのん・みやもりかんのん 宮守町上宮守４地割 上宮守文化振興会 有形 建造物等

6 遠野七観音・栃内観音 とおのしちかんのん・とちないかんのん 土淵町栃内 15 地割 11 番地 土淵町久保自治会 有形 建造物等

7 遠野七観音・笹谷観音 とおのしちかんのん・ささやかんのん 附馬牛町東禅寺 13 地割 附馬牛町第 5区自治会 有形 建造物等

8 宇迦神社拝殿及び旧跡一里塚石碑 うがじんじゃはいでんおよびきゅうせきいちりづかせきひ 中央通り１番 18 号 一日市商店街振興協同組合 有形 建造物等

9 山口の水車小屋 やまぐちのすいしゃごや 土淵町山口２地割９番地 土淵町山口自治会 有形 建造物等

10 飯豊の熊野神社と羽黒神社 いいで（いいとよ）のくまのじんじゃとはぐろじんじゃ 土淵町飯豊２地割 102 番地、４地割 101 番地２ 土淵町飯豊自治会 有形 建造物等

11 中妻観音堂 なかづまかんのんどう 青笹町青笹 32 地割 23 番地 青笹町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

12 辨財天様 べんざいてんさま 青笹町糠前 21 地割 35 番地 青笹町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

13 旧青笹村役場庁舎 きゅうあおざさむらやくばちょうしゃ 青笹町青笹 13 地割１番地８ 青笹町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

14 伊豆神社 いずじんじゃ 上郷町来内６地割 20 番地３ 上郷町地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

15 外山開墾記念碑 そとやまかいこんきねんひ 小友町 11 地割 147 番地 小友町地域づくり連絡協議会 有形 記念碑

16 鷹鳥屋の西国順禮塔 たかとりやのさいごくじゅんれいとう 小友町 43 地割 小友町地域づくり連絡協議会 有形 記念碑

17 火渡の石碑群 ひわたしのせきひぐん 附馬牛町上附馬牛７地割 附馬牛町第 1区自治会 有形 記念碑

18 谷地館の址と八幡宮 やちだてのあととはちまんぐう 綾織町上綾織 24 地割 13 番地 綾織町第 6区自治会 有形 旧跡

19 西風舘 ならいだて 綾織町新里 23 地割 100 番地 綾織町日影自治会 有形 旧跡

20 辷田峠一里塚 すべたとうげいちりづか 上郷町細越２地割５番地 上郷町地域づくり連絡協議会 有形 旧跡

21 山口デンデラ野 やまぐちでんでらの 土淵町山口５地割 土淵町山口自治会 有形 その他

22 カッパ淵～蓮池川水域 かっぱぶち～はせきがわすいいき 土淵町土淵６、７、８、９、10、11、12、13 地割 土淵町地域づくり連絡協議会 有形 その他

23 呼ばれ石 よばれいし 宮守町上宮守 18 地割 上宮守文化振興会 有形 その他

24 遠野太神楽 とおのだいかぐら 大工町 遠野太神楽保存会 無形 芸能

25 遠野南部ばやし とおのなんぶばやし 遠野市 南部ばやし保存協議会 無形 芸能

26 綾織しし踊り あやおりししおどり 綾織町中宿、砂子沢 綾織しし踊り保存会 無形 芸能

27 青笹しし踊り あおざさししおどり 青笹町 青笹町地域づくり連絡協議会 無形 芸能

28 一日市のお雛見 ひといちのおひなみ 中央通り 上一日市おかみさんの会 無形 風俗慣習

29 新精霊 みそうろう 小友町長野地区 小友町地域づくり連絡協議会 無形 風俗慣習

30 大日山のさくらと赤松 だいにちさんのさくらとあかまつ 遠野町 21 地割 120 番地 遠野町第 15 区自治会 自然 植物

31 不動巖 ふどういわ 小友町 33 地割４番地 小友町地域づくり連絡協議会 自然 地形

32 寺沢川渓谷 てらさわがわけいこく 宮守町上宮守 14 地割、15 地割 上宮守文化振興会 自然 地形

33 上中宿の熊野神社と石碑群 かみなかじゅくのくまのじんじゃとせきひぐん 綾織町新里 19 地割 56 番地２ 綾織町地域づくり連絡協議会 複合 建造物・記念碑

34 菅原神社 すがわらじんじゃ 附馬牛町下附馬牛５地割 50 番地 附馬牛町第 4区自治会 複合 建造物・植物

35 元八幡宮境内地及び夫婦杉桜 もとはちまんぐうけいだいちおよびめおとすぎざくら 松崎町光興寺 13 地割 84 番地 松崎町地域づくり連絡協議会 複合 建造物・植物

36 伝承園とその周辺 でんしょうえんとそのしゅうへん 土淵町土淵６地割５番地１ 土淵町地域づくり連絡協議会 複合 建造物・風俗慣習

37 荒神神社 あらがみじんじゃ 青笹町中沢 21 地割 青笹町地域づくり連絡協議会 複合 建造物・その他

38 貞任水芭蕉群生地 さだとうみずばしょうぐんせいち 土淵町国有林内 土淵町地域づくり連絡協議会 自然 植物

39 重湍渓 ちょうたんけい 附馬牛町 附馬牛町第 3・7区自治会 自然 地形

40 琴畑渓流と白滝不動尊 ことはたけいりゅうとしらたきふどうそん 土淵町国有林内 土淵町地域づくり連絡協議会 複合 建造物・地形

41 又一の滝とお不動さま またいちのたきとおふどうさま 附馬牛町国有林内 附馬牛町第 7区自治会 複合 建造物・地形

42 日出神社 ひでじんじゃ 上郷町細越 30 地割 上郷町第 3区 有形 建造物等

43 達曽部八幡神社 たっそべはちまんじんじゃ 宮守町達曽部 14 地割 78 番地 達曽部地域づくり連絡協議会 有形 建造物等

44 獅子一吼百獣脳烈の碑と獅子踊供養塔 ししいっこうひゃくじゅうのうれつのひとししおどりくようとう 小友町 21 地割 小友町地域づくり連絡協議会 有形 記念碑

45 乳神様（金勢様） ちちがみさま（こんせいさま） 綾織町身鳥崎 5地割 77 番地 綾織町第 3区 有形 その他

46 山崎金勢様 やまざきこんせいさま 土淵町栃内 16 地割 山崎自治会 有形 その他

47 馬子繋ぎ まっこつなぎ 小友町鮎貝地区 小友町地域づくり連絡協議会 無形 風俗慣習

48 早池峰しし踊り はやちねししおどり 附馬牛町張山、上柳、東禅寺地区 早池峰しし踊り保存会 無形 芸能

49 下郷さんさ踊り しもごうさんさおどり 宮守町下宮守下郷地区 下郷さんさ踊り保存会 無形 芸能

50 長泉寺かやの木 ちょうせんじかやのき 宮守町上鱒沢 13 地割 77 番地 上鱒沢地区自治会 自然 植物

51 稲荷穴 いなりあな 宮守町達曽部 54 地割 57 番地 達曽部地域づくり連絡協議会 自然 地形

52 小黒沢の伊豆権現とその周辺 おぐろさわのいずごんげんとそのしゅうへん 小友町 47 地割 47 番地 小友町地域づくり連絡協議会 複合 複数の有形・自然

53 天王様とモミの木 てんのうさまともみのき 土淵町栃内 5地割 45 番地 土淵町一ノ渡自治会 複合 有形・自然

遠野遺産リスト
（平成 20 年 1月現在）


