
日
本
遺
産

木
曽
物
語
り

赤沢自然休養林

木曽馬 お六櫛

妻籠宿

奈良井宿

漆器 そば 御嶽山

日
本
遺
産（
J
a
p
a
n 

H
e
r
i
t
a
g
e
）は
、地

域
に
根
差
し
た
歴
史
的
魅
力
や
特
色
を
通
じ
て
、

日
本
の
文
化
・
伝
統
を
語
る
ス
ト
ー
リ
ー
を「
日
本
遺
産
」

と
し
て
文
化
庁
が
認
定
す
る
も
の
で
す
。

地
域
の
魅
力
あ
る
有
形
・
無
形
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
財
群

を
整
備
・
活
用
し
、総
合
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
国
内
外

に
発
信
、活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

日
本
遺
産
と
は
？

木
曽
路
は
す
べ
て
山
の
中

〜
山
を
守
り 

山
に
生
き
る
〜

御
嶽
信
仰
と
木
曽
路

江
戸
時
代
中
期
、御
嶽
登
拝
が
盛
ん
に

な
り
全
国
か
ら
多
く
の
信
者
が
訪
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。登
山
道
脇
の
数
万

基
に
の
ぼ
る「
霊
神
碑
」が
そ
の
信
仰
の

深
さ
を
物
語
り
、往
来
す
る〝
御
嶽
参

り
〞の
人
々
に
よ
っ
て
木
曽
路
の
交
流・
交

易
は
さ
ら
に
促
進
さ
れ
、修
験
者
が
携

帯
し
た
と
さ
れ
る「
そ
ば
」は
百
草
な
ど

と
共
に
御
嶽
山
麓
の
特
産
と
し
て
全
国

に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

蘇
る
檜  

継
承
さ
れ
る
心

近
世
に
入
る
と
、御
嶽
山
麓
に
木
曽
檜

を
満
載
し
た「
森
林
鉄
道
」が
走
り
、木

曽
檜
は
再
び
木
曽
の
代
名
詞
と
し
て
蘇

り
、地
場
産
業
は
全
国
に
名
高
い
木
曽
馬

や
伝
統
工
芸
品
と
し
て
結
実
し
ま
し
た
。

木
曽
路
最
南
端
、馬
籠
宿
出
身
の
文
豪・

島
崎
藤
村
は
、小
説『
夜
明
け
前
』の
冒

頭
で「
木
曽
路
は
す
べ
て
山
の
中
」と
著

し
ま
し
た
が
、木
曽
谷
の
人
び
と
、山
河
、

地
場
産
業
の
奨
励

街
道
と
宿
場
の
賑
わ
い

江
戸
時
代
の
五
街
道
の
ひ
と
つ
で
あ
る

中
山
道
の
整
備
と
共
に
、木
曽
十
一
宿
が

急
速
に
発
展
し
ま
す
。木
曽
谷
の
山
河

情
景
は
多
く
の
文
人
墨
客
を
魅
了
し
、

詩
歌
や
版
画
と
な
っ
て
世
に
知
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
、宿
場
は
旅
人
や
地
場
産

品
の
生
産・
販
売・
流
通
の
拠
点
と
し
て

賑
わ
い
、木
曽
谷
の
経
済
を
牽
引
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

奈
良
井
宿
は
、人
馬
を
常
備
し
て
参
勤

交
代
の
輸
送
・
通
信
業
務
を
負
い
、旅

人
の
た
め
の
旅
籠
や
茶
屋
が
設
け
ら
れ

厳
し
い
森
林
保
護
政
策

木
目
が
緻
密
な
木
曽
檜
は
、古
来
か
ら

神
社
仏
閣
建
築
に
重
用
さ
れ
、伊
勢
神

宮
の「
式
年
遷
宮
」の
ご
神
木
と
し
て
使

わ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
木
曽
檜
に
危
機
が
訪
れ
た
の
は
、江

戸
城・
駿
府
城・
名
古
屋
城
な
ど
、城
郭

や
城
下
町
造
営
用
材
と
し
て
膨
大
に
伐

り
出
さ
れ
た
江
戸
時
代
初
期
の
こ
と
で

し
た
。木
曽
谷
を
所
轄
す
る
尾
張
藩

は
、木
曽
檜
を
は
じ
め
、「
木
曽
五
木
」の

伐
採
を
禁
止
す
る
な
ど
山
林
の
保
護
政

〝
奈
良
井
千
軒
〞と
も
謳
わ
れ
る
木
曽

街
道
随
一の
宿
場
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。

尾
張
藩
か
ら
支
給
さ
れ
た
御
免
白
木
は

檜
物
細
工・
塗
物
な
ど
に
加
工
さ
れ
、漆

工
町
木
曾
平
沢
と
共
に
木
工
品
や
漆
工

品
の
名
産
地
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

妻
籠
城
南
麓
の
妻
籠
宿
は
、木
曽
十
一宿

中
最
も
小
さ
な
宿
場
で
し
た
が
、旅
籠

や
地
場
産
業
従
事
者
も
多
く
、木
地
師

に
よ
る
ろ
く
ろ
細
工
の
木
工
品
や
、御
免

白
木
の
許
可
を
得
た
農
家
の
女
性
た
ち

に
よ
る「
蘭
檜
笠
」が
産
業
化
さ
れ
各

地
に
広
ま
り
ま
し
た
。

＊１　式年遷宮 ： 内宮・外宮の正殿・社殿を建て替え、神座を遷すこと
＊２　木曽五木 ： 檜（ひのき）・椹（さわら）・ねずこ・翌檜（あすなろ）・高野槇（こうやまき）のこと

＊３　御免白木 ： 使用が許可された材木を割って半製品にした材料のこと
＊４　霊神碑 ： 死後、魂が御嶽山に還ることを願って建てられた石碑のこと

街
道
は
、「
山
を
守
り
　
山
に
生
き
る
」

独
自
の
暮
ら
し
と
文
化
を
育
み
、「
森
林

の
保
護
」「
街
道・
宿
場
の
保
存
」「
伝
統

工
芸
の
伝
承
」の
心
は
今
な
お
息
づ
き
、

そ
し
て
未
来
へ
と
受
け
継
が
れ
て
ゆ
き

ま
す
。

策
に
乗
り
出
し
ま
し
た
。〝
檜
一
本
首
ひ

と
つ
　
枝
一
本
腕
ひ
と
つ
〞と
ま
で
言
わ

れ
た
規
制
は
、木
材
で
生
計
を
立
て
て
い

た
領
民
に
と
っ
て
厳
し
い
経
済
統
制
と

な
り
ま
し
た
。

木
曽
地
域
と
木
年
貢

き

　ね 

ん

　ぐ

木
曽
谷
の
約
9
割
が
森
林
で
占
め
ら

れ
、限
ら
れ
た
耕
作
地
と
農
作
物
で
は

領
民
を
養
う
こ
と
が
で
き
ず
、豊
臣
秀

吉
の
時
代
か
ら
米
年
貢
の
代
わ
り
に
木

年
貢
が
課
せ
ら
れ
、領
民
に
は
米
が
配

給
さ
れ
る
な
ど
、豊
か
な
森
林
資
源
が

木
曽
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
ま
し
た
。

こ
め
ね
ん
ぐ

ね
ん
ぐ

き

＊
1

＊
2

長
野
県
南
西
部
の
木
曽
地
域
は
、西
に
霊
峰
・
御
嶽
山
、東
に
秀
峰
連
な
る
中
央
ア
ル
プ
ス
を
仰
ぎ
、

中
央
に
深
い
谷
を
刻
む
木
曽
川
と
木
曽
路
・
中
山
道
が
続
く
。

幾
重
に
も
重
な
る
山
々
は
豊
か
な
森
と
水
を
育
み
、奥
深
い
歴
史
と
固
有
の
文
化
・
伝
統
を
継
承
す
る

古
き
良
き
日
本
の
原
風
景
を
彷
彿
さ
せ
ま
す
。

ほ
う
ふ
つ

き

そ
ひ
の
き

山
林
の
伐
採
を
制
限
さ
れ
た
木
曽
領

民
に
は
、風
土
に
根
ざ
し
た
地
場
産
品

の
開
発・
生
産
が
奨
励
さ
れ
、藩
か
ら
支

給
さ
れ
る「
御
免
白
木
」を
加
工
し
た

曲
物
・
漆
器
・お
六
櫛
な
ど
の
木
製
品
、

養
蚕
や
御
嶽
山
修
験
者
ゆ
か
り
の
薬

草
製
薬・
百
草
な
ど
、地
場
の
特
徴
を
生

か
し
た
産
業
振
興
を
図
り
ま
し
た
。農

民
に
は
、小
型
で
性
格
が
温
和
な
働
き

者
の〝
木
曽
馬
〞の
飼
育
を
奨
励
し
、馬

市
で
の
売
買
、農
耕・
運
送
に
と
江
戸
時

代
後
期
に
は
数
千
頭
が
飼
育
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
地
場
産
品
は
、

木
曽
路
を
江
戸
へ
、京
へ
と
全
国
に
広
ま

り
木
曽
の
暮
ら
し
の
支
え
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。

ご  

め
ん 

し
ら 

き
＊
3

ま
げ
も
の

ひ
ゃ
く
そ
う

け
ん
い
ん

う
た

ひ
も
の
ざ
い
く

ぬ
り
も
の

し
っ

こ
う
ま
ち
き

そ
ひ
ら
さ
わ

あ
ら
ら
ぎ
ひ
の
き
が
さ

＊
4

よ
み
が
え

木曽地域
文化遺産活性化協議会

お問い合わせ
木曽広域連合地域振興課　TEL.0264-23-1050
木曽観光連盟　TEL.0264-23-1122　https://kiso-nagano.ne.jp/
長野県木曽郡木曽町日義4898-37

三留野宿

江戸と京を69次（宿）で結ぶ中
山道。木曽街道には11宿の宿
場が栄え、石畳の道や風情ある
町並みが、まるで江戸時代にタイ

ムスリッ
プしたよ
うな気分
にしてく
れます。

10分 30分

20分

15分 25分
須原宿　阿寺渓谷野尻宿

宿場と中山道を辿る歴史コース（これより北木曽路）　

妻籠宿

深い山合いの森
に荘厳な水音を
響かせる「清滝」
と「新滝」。森林
浴発祥の「赤沢
自然休養林」では、樹齢300年の美しい天然
檜の森や森林鉄道を堪能できます。

檜の森と神の滝をめぐる

赤沢自然休養林

天下の四大関所のひとつ福島関所、なま
こ壁の土蔵や崖家造りの福島宿。霊峰・
御 嶽 山 麓に
広がる開 田
高原では、か
わいい 木 曽
馬が 心 和ま
せてくれます。

関所の宿場町から木曽馬の里へ

福島関所

木曽街道「奈良井宿」と
「薮原宿」を結ぶ鳥居峠
越えの中山道。風情ある
宿場や伝統の漆器・木
工芸品が旅の楽しみを
広げます。

宿場と伝統工芸を訪ねて（これより南木曽路）

鳥居峠
曲物

妻籠宿馬籠宿

木曽11宿を結ぶ歴史の道を、ゆ
っくり歩いてみませんか。北から、
南から、連泊しての踏破、季節ご
とに歩き継ぐなど人気の街道歩き
です。
＜木曽11宿全行程約82km＞

三留野宿 野尻宿 須原宿

約8.2km
須原宿

上松宿

宮ノ越宿福島宿 薮原宿 奈良井宿 贄川宿

中山道木曽１１宿　道草の旅・歩き旅

林家住宅 奈良井宿

日本遺産をめぐる木曽路の旅 （※コース行程は一例です  ※所要時間は車で移動した場合のおよその目安です）

妻籠宿（妻籠宿保存地区）30

馬籠宿（島崎藤村宅跡）42

木曽馬（田立花馬祭り）11

林家住宅31一石栃立場茶屋34 史跡 中山道32
南木曽ろくろ細工（木地師の里）35

妻籠城跡33
蘭桧笠（笠の家）36

定勝寺本堂・庫裏・山門28白山神社27

寝覚の床24

29

付近にある
日本遺産

本山宿
5分

15分 20分

25分

薮原宿

蕎麦切り発祥の地5 曲物3

旧中村家住宅4 鳥居峠のトチノキ群8

木曽塗の製作用具及び製品
（木曽くらしの工芸館）

6

お六櫛の技法
（木祖村郷土館）

9

15分
塩尻市 木曾平沢2

塩尻市 奈良井宿1 木祖村史跡 鳥居峠7

平成の名水百選「水木沢天然林」10

付近にある
日本遺産

福島宿
15分 25分

30分
三岳開田高原

付近にある
日本遺産

上松宿
10分 35分

30分

20分

三岳

王滝
御嶽神社里宮（王滝村）19 清滝20

木曽御嶽山霊神碑群（木曽町・王滝村）15 百草元祖の碑22

新滝21 木曽森林鉄道（王滝村）23

木曽森林鉄道（上松町）23

　木曽の桟25

赤沢自然休養林（上松町）26

付近にある日本遺産

県宝山下家14

福島関所跡13山村代官屋敷12

高瀬家18 旧帝室林野局木曽支局庁舎41

宮ノ越宿
らっぽしょ（8月14日）

（木曽義仲ゆかりの地）
16

木曽馬（開田高原 木曽馬の里）11

木曽御嶽山霊神碑群（木曽町・王滝村）15 御嶽神社里宮（木曽町）19

興禅寺

木曽馬

ボールドウィン号

日
本
遺
産

木
曽
物
語
り

木
曽
路
は
す
べ
て
山
の
中

〜 

山
を
守
り 

山
に
生
き
る 

〜

ろくろ製品

※「信州木曽路 中山道を歩く」ウォーキングガイドマップパンフレットがあります。木曽観光連盟までお問い合わせください。

大阪

福井

高山

名古屋

白馬 長野

東京静岡東海道新幹線

東名高速道路

北
陸
自
動
車
道

JR中
央

本
線

中
央

自
動

車
道

JR飯田線
中津川

木曽福島

松本

塩尻
岡谷JCT

伊那

新宿

木曽
R19R361

R256

東
海
北
陸
自
動
車
道

JR中央本線

JR北陸本線
電車（JR）
ご利用の場合

●新宿から木曽福島 中央本線→塩尻→中央本線 ……………約3時間10分（最速）
 新幹線（のぞみ）→名古屋→中央本線 …………約3時間35分
●名古屋から木曽福島 中央本線 ……………………………………1時間24分（最速）
●新大阪から木曽福島 新幹線（のぞみ）→名古屋→中央本線 …………約2時間30分

高速バス
ご利用の場合 ●新宿から木曽福島 中央自動車道→塩尻I.C→R19号 ………………約4時間30分

お車
ご利用の場合

●東京（高井戸IC）から 中央自動車道→塩尻I.C→R19号 ………………約3時間45分
　木曽福島 中央自動車道→伊那I.C→R361→R19 ………約3時間30分
●名古屋から木曽福島 中央自動車道→中津川I.C→R19号 ……………約2時間10分
   中央自動車道→伊那I.C→R361→R19 ………約2時間20分
●高山から木曽福島 R361号 …………………………………………約1時間40分

交
通
の
ご
案
内 飯田山本

約8.5km 約3.5km 約9.4km 約9.4km 約12.3km

約9.2km 約5.9km 約7.8km 約7.4km

御嶽神社里宮（木曽町）19

2024.04



日
本
遺
産

木
曽
物
語
り

赤沢自然休養林

木曽馬お六櫛

妻籠宿

奈良井宿

漆器そば御嶽山

日
本
遺
産（
J
a
p
a
n 

H
e
r
i
t
a
g
e
）は
、地

域
に
根
差
し
た
歴
史
的
魅
力
や
特
色
を
通
じ
て
、

日
本
の
文
化
・
伝
統
を
語
る
ス
ト
ー
リ
ー
を「
日
本
遺
産
」

と
し
て
文
化
庁
が
認
定
す
る
も
の
で
す
。

地
域
の
魅
力
あ
る
有
形
・
無
形
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
財
群

を
整
備
・
活
用
し
、総
合
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
国
内
外

に
発
信
、活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

日
本
遺
産
と
は
？

木
曽
路
は
す
べ
て
山
の
中

〜
山
を
守
り 

山
に
生
き
る
〜

御
嶽
信
仰
と
木
曽
路

江
戸
時
代
中
期
、御
嶽
登
拝
が
盛
ん
に

な
り
全
国
か
ら
多
く
の
信
者
が
訪
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。登
山
道
脇
の
数
万

基
に
の
ぼ
る「
霊
神
碑
」が
そ
の
信
仰
の

深
さ
を
物
語
り
、往
来
す
る〝
御
嶽
参

り
〞の
人
々
に
よ
っ
て
木
曽
路
の
交
流・交

易
は
さ
ら
に
促
進
さ
れ
、修
験
者
が
携

帯
し
た
と
さ
れ
る「
そ
ば
」は
百
草
な
ど

と
共
に
御
嶽
山
麓
の
特
産
と
し
て
全
国

に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

蘇
る
檜  

継
承
さ
れ
る
心

近
世
に
入
る
と
、御
嶽
山
麓
に
木
曽
檜

を
満
載
し
た「
森
林
鉄
道
」が
走
り
、木

曽
檜
は
再
び
木
曽
の
代
名
詞
と
し
て
蘇

り
、地
場
産
業
は
全
国
に
名
高
い
木
曽
馬

や
伝
統
工
芸
品
と
し
て
結
実
し
ま
し
た
。

木
曽
路
最
南
端
、馬
籠
宿
出
身
の
文
豪・

島
崎
藤
村
は
、小
説『
夜
明
け
前
』の
冒

頭
で「
木
曽
路
は
す
べ
て
山
の
中
」と
著

し
ま
し
た
が
、木
曽
谷
の
人
び
と
、山
河
、

地
場
産
業
の
奨
励

街
道
と
宿
場
の
賑
わ
い

江
戸
時
代
の
五
街
道
の
ひ
と
つ
で
あ
る

中
山
道
の
整
備
と
共
に
、木
曽
十
一
宿
が

急
速
に
発
展
し
ま
す
。木
曽
谷
の
山
河

情
景
は
多
く
の
文
人
墨
客
を
魅
了
し
、

詩
歌
や
版
画
と
な
っ
て
世
に
知
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
、宿
場
は
旅
人
や
地
場
産

品
の
生
産・販
売・流
通
の
拠
点
と
し
て

賑
わ
い
、木
曽
谷
の
経
済
を
牽
引
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

奈
良
井
宿
は
、人
馬
を
常
備
し
て
参
勤

交
代
の
輸
送
・
通
信
業
務
を
負
い
、旅

人
の
た
め
の
旅
籠
や
茶
屋
が
設
け
ら
れ

厳
し
い
森
林
保
護
政
策

木
目
が
緻
密
な
木
曽
檜
は
、古
来
か
ら

神
社
仏
閣
建
築
に
重
用
さ
れ
、伊
勢
神

宮
の「
式
年
遷
宮
」の
ご
神
木
と
し
て
使

わ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
木
曽
檜
に
危
機
が
訪
れ
た
の
は
、江

戸
城・駿
府
城・名
古
屋
城
な
ど
、城
郭

や
城
下
町
造
営
用
材
と
し
て
膨
大
に
伐

り
出
さ
れ
た
江
戸
時
代
初
期
の
こ
と
で

し
た
。木
曽
谷
を
所
轄
す
る
尾
張
藩

は
、木
曽
檜
を
は
じ
め
、「
木
曽
五
木
」の

伐
採
を
禁
止
す
る
な
ど
山
林
の
保
護
政

〝
奈
良
井
千
軒
〞と
も
謳
わ
れ
る
木
曽

街
道
随
一の
宿
場
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。

尾
張
藩
か
ら
支
給
さ
れ
た
御
免
白
木
は

檜
物
細
工・塗
物
な
ど
に
加
工
さ
れ
、漆

工
町
木
曾
平
沢
と
共
に
木
工
品
や
漆
工

品
の
名
産
地
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

妻
籠
城
南
麓
の
妻
籠
宿
は
、木
曽
十
一宿

中
最
も
小
さ
な
宿
場
で
し
た
が
、旅
籠

や
地
場
産
業
従
事
者
も
多
く
、木
地
師

に
よ
る
ろ
く
ろ
細
工
の
木
工
品
や
、御
免

白
木
の
許
可
を
得
た
農
家
の
女
性
た
ち

に
よ
る「
蘭
檜
笠
」が
産
業
化
さ
れ
各

地
に
広
ま
り
ま
し
た
。

＊１　式年遷宮 ： 内宮・外宮の正殿・社殿を建て替え、神座を遷すこと
＊２　木曽五木 ： 檜（ひのき）・椹（さわら）・ねずこ・翌檜（あすなろ）・高野槇（こうやまき）のこと

＊３　御免白木 ： 使用が許可された材木を割って半製品にした材料のこと
＊４　霊神碑 ： 死後、魂が御嶽山に還ることを願って建てられた石碑のこと

街
道
は
、「
山
を
守
り
　
山
に
生
き
る
」

独
自
の
暮
ら
し
と
文
化
を
育
み
、「
森
林

の
保
護
」「
街
道・宿
場
の
保
存
」「
伝
統

工
芸
の
伝
承
」の
心
は
今
な
お
息
づ
き
、

そ
し
て
未
来
へ
と
受
け
継
が
れ
て
ゆ
き

ま
す
。

策
に
乗
り
出
し
ま
し
た
。〝
檜
一
本
首
ひ

と
つ
　
枝
一
本
腕
ひ
と
つ
〞と
ま
で
言
わ

れ
た
規
制
は
、木
材
で
生
計
を
立
て
て
い

た
領
民
に
と
っ
て
厳
し
い
経
済
統
制
と

な
り
ま
し
た
。

木
曽
地
域
と
木
年
貢

き

　ね 

ん

　ぐ

木
曽
谷
の
約
9
割
が
森
林
で
占
め
ら

れ
、限
ら
れ
た
耕
作
地
と
農
作
物
で
は

領
民
を
養
う
こ
と
が
で
き
ず
、豊
臣
秀

吉
の
時
代
か
ら
米
年
貢
の
代
わ
り
に
木

年
貢
が
課
せ
ら
れ
、領
民
に
は
米
が
配

給
さ
れ
る
な
ど
、豊
か
な
森
林
資
源
が

木
曽
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
ま
し
た
。

こ
め
ね
ん
ぐ

ね
ん
ぐ

き

＊
1

＊
2

長
野
県
南
西
部
の
木
曽
地
域
は
、西
に
霊
峰
・
御
嶽
山
、東
に
秀
峰
連
な
る
中
央
ア
ル
プ
ス
を
仰
ぎ
、

中
央
に
深
い
谷
を
刻
む
木
曽
川
と
木
曽
路
・
中
山
道
が
続
く
。

幾
重
に
も
重
な
る
山
々
は
豊
か
な
森
と
水
を
育
み
、奥
深
い
歴
史
と
固
有
の
文
化
・
伝
統
を
継
承
す
る

古
き
良
き
日
本
の
原
風
景
を
彷
彿
さ
せ
ま
す
。

ほ
う
ふ
つ

き

そ
ひ
の
き

山
林
の
伐
採
を
制
限
さ
れ
た
木
曽
領

民
に
は
、風
土
に
根
ざ
し
た
地
場
産
品

の
開
発・生
産
が
奨
励
さ
れ
、藩
か
ら
支

給
さ
れ
る「
御
免
白
木
」を
加
工
し
た

曲
物
・
漆
器
・お
六
櫛
な
ど
の
木
製
品
、

養
蚕
や
御
嶽
山
修
験
者
ゆ
か
り
の
薬

草
製
薬・百
草
な
ど
、地
場
の
特
徴
を
生

か
し
た
産
業
振
興
を
図
り
ま
し
た
。農

民
に
は
、小
型
で
性
格
が
温
和
な
働
き

者
の〝
木
曽
馬
〞の
飼
育
を
奨
励
し
、馬

市
で
の
売
買
、農
耕・運
送
に
と
江
戸
時

代
後
期
に
は
数
千
頭
が
飼
育
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
地
場
産
品
は
、

木
曽
路
を
江
戸
へ
、京
へ
と
全
国
に
広
ま

り
木
曽
の
暮
ら
し
の
支
え
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。

ご  

め
ん 

し
ら 

き
＊
3

ま
げ
も
の

ひ
ゃ
く
そ
う

け
ん
い
ん

う
た

ひ
も
の
ざ
い
く

ぬ
り
も
の

し
っ

こ
う
ま
ち
き

そ
ひ
ら
さ
わ

あ
ら
ら
ぎ
ひ
の
き
が
さ

＊
4

よ
み
が
え

木曽地域
文化遺産活性化協議会

お問い合わせ
木曽広域連合地域振興課　TEL.0264-23-1050
木曽観光連盟　TEL.0264-23-1122　https://kiso-nagano.ne.jp/
長野県木曽郡木曽町日義4898-37

三留野宿

江戸と京を69次（宿）で結ぶ中
山道。木曽街道には11宿の宿
場が栄え、石畳の道や風情ある
町並みが、まるで江戸時代にタイ

ムスリッ
プしたよ
うな気分
にしてく
れます。

10分30分

20分

15分25分
須原宿 　阿寺渓谷 野尻宿

宿場と中山道を辿る歴史コース（これより北木曽路）　

妻籠宿

深い山合いの森
に荘厳な水音を
響かせる「清滝」
と「新滝」。森林
浴発祥の「赤沢
自然休養林」では、樹齢300年の美しい天然
檜の森や森林鉄道を堪能できます。

檜の森と神の滝をめぐる

赤沢自然休養林

天下の四大関所のひとつ福島関所、なま
こ壁の土蔵や崖家造りの福島宿。霊峰・
御嶽山麓に
広がる開田
高原では、か
わいい木曽
馬が心和ま
せてくれます。

関所の宿場町から木曽馬の里へ

福島関所

木曽街道「奈良井宿」と
「薮原宿」を結ぶ鳥居峠
越えの中山道。風情ある
宿場や伝統の漆器・木
工芸品が旅の楽しみを
広げます。

宿場と伝統工芸を訪ねて（これより南木曽路）

鳥居峠
曲物

妻籠宿 馬籠宿

木曽11宿を結ぶ歴史の道を、ゆ
っくり歩いてみませんか。北から、
南から、連泊しての踏破、季節ご
とに歩き継ぐなど人気の街道歩き
です。
＜木曽11宿全行程約82km＞

三留野宿野尻宿須原宿

約8.2km
須原宿

上松宿

宮ノ越宿 福島宿薮原宿奈良井宿贄川宿

中山道木曽１１宿　道草の旅・歩き旅

林家住宅奈良井宿

日本遺産をめぐる木曽路の旅（※コース行程は一例です  ※所要時間は車で移動した場合のおよその目安です）

妻籠宿（妻籠宿保存地区） 30

馬籠宿（島崎藤村宅跡） 42

木曽馬（田立花馬祭り） 11

林家住宅 31 一石栃立場茶屋 34史跡 中山道 32
南木曽ろくろ細工（木地師の里） 35

妻籠城跡 33
蘭桧笠（笠の家） 36

定勝寺本堂・庫裏・山門 28 白山神社 27

寝覚の床 24

29

付近にある
日本遺産

本山宿
5分

15分20分

25分

薮原宿

蕎麦切り発祥の地 5曲物 3

旧中村家住宅 4鳥居峠のトチノキ群 8

木曽塗の製作用具及び製品
（木曽くらしの工芸館）

6

お六櫛の技法
（木祖村郷土館）

9

15分
塩尻市 木曾平沢 2

塩尻市 奈良井宿 1木祖村史跡 鳥居峠 7

平成の名水百選「水木沢天然林」 10

付近にある
日本遺産

福島宿
15分25分

30分
三岳 開田高原

付近にある
日本遺産

上松宿
10分35分

30分

20分

三岳

王滝
御嶽神社里宮（王滝村） 19清滝 20

木曽御嶽山霊神碑群（木曽町・王滝村） 15百草元祖の碑 22

新滝 21木曽森林鉄道（王滝村） 23

木曽森林鉄道（上松町） 23

　木曽の桟 25

赤沢自然休養林（上松町） 26

付近にある日本遺産

県宝山下家 14

福島関所跡 13 山村代官屋敷 12

高瀬家 18旧帝室林野局木曽支局庁舎 41

宮ノ越宿
らっぽしょ（8月14日）

（木曽義仲ゆかりの地）
16

木曽馬（開田高原 木曽馬の里） 11

木曽御嶽山霊神碑群（木曽町・王滝村） 15御嶽神社里宮（木曽町） 19

興禅寺

木曽馬

ボールドウィン号 日
本
遺
産

木
曽
物
語
り

木
曽
路
は
す
べ
て
山
の
中

〜 

山
を
守
り 

山
に
生
き
る 

〜

ろくろ製品

※「信州木曽路 中山道を歩く」ウォーキングガイドマップパンフレットがあります。木曽観光連盟までお問い合わせください。

大阪

福井

高山

名古屋

白馬長野

東京 静岡 東海道新幹線

東名高速道路

北
陸
自
動
車
道

JR
中

央
本

線

中
央

自
動

車
道

JR飯田線
中津川

木曽福島

松本

塩尻岡谷JCT

伊那

新宿

木曽
R19 R361

R2
56

東
海
北
陸
自
動
車
道

JR中央本線

JR北陸本線
電車（JR）
ご利用の場合

●新宿から木曽福島 中央本線→塩尻→中央本線 ……………約3時間10分（最速）
 新幹線（のぞみ）→名古屋→中央本線 …………約3時間35分
●名古屋から木曽福島 中央本線 ……………………………………1時間24分（最速）
●新大阪から木曽福島 新幹線（のぞみ）→名古屋→中央本線 …………約2時間30分

高速バス
ご利用の場合●新宿から木曽福島 中央自動車道→塩尻I.C→R19号 ………………約4時間30分

お車
ご利用の場合

●東京（高井戸IC）から 中央自動車道→塩尻I.C→R19号 ………………約3時間45分
　木曽福島 中央自動車道→伊那I.C→R361→R19 ………約3時間30分
●名古屋から木曽福島 中央自動車道→中津川I.C→R19号 ……………約2時間10分
   中央自動車道→伊那I.C→R361→R19 ………約2時間20分
●高山から木曽福島 R361号 …………………………………………約1時間40分

交
通
の
ご
案
内飯田山本

約8.5km約3.5km約9.4km約9.4km約12.3km

約9.2km約5.9km約7.8km約7.4km

御嶽神社里宮（木曽町） 19

2024.04



1km

千畳敷カール

高遠城址公園

大芝高原

春日公園

萱野高原植物園

ふるさと村自然園

信州伊那梅苑

高遠の商家群

不死清水

みはらしファーム

延命水

光前寺

天竜峡

いいだ

いなし

こまがね

さわんど

たつの

いなまつしま

19

20

153

153

151

152

361

361

19

361

361

257

256

19

256

19

2296m

2375m

2653m

2447m

2040m

1335m

1486m

2859m

2256m

2867m
2940m

1541m

2931m

1867m

1699m

2864m

1811m

1673m

1676m

790m

1305m

945m

550m

2191m

1342m

2613m

2841m

2363m

2956m

経ヶ岳

大棚入山

茶臼山

鉢盛山

大笹沢山

継子岳

三笠山

摩利支天山

3067m剣ヶ峰

継母岳 王滝頂上

卒塔婆山

宝剣岳

糸瀬山

風越山

空木岳

越百山

南駒ヶ岳

安平路山

奥三界岳

南木曽岳

高樽山

霧訪山

高峰山

浅間山

恵那山

男捶山

木曽駒ヶ岳福島Bコース

木曽駒ヶ岳上松Aコース

木曽駒ヶ岳上松Bコース

越百山登山道

南駒ヶ岳登山道

空木岳登山道

黒沢口登山道

王滝口登山道 油木美林遊歩道

牛首峠

権兵衛峠

鳥居峠

おんたけ
ロープウェイ

駒ヶ岳ロープウェイ

信濃路自然歩道
「権兵衛峠ルート」

中村邸
手塚家住宅

鎮神社

仲仙寺

薮原神社

縁結神社

木曽漆器館

登内時計記念博物館

「是より南 木曽路」の碑

「そば切り発祥の里」の碑

初期中山道

境峠

こだまの森

大平あやめ公園池

田ノ上観音

味噌川ダム水木沢天然林

しらかば平別荘地

お六櫛産地

やぶはら高原スキー場

義仲館
徳音寺 旗挙八幡宮

林昌寺

南宮神社

木曽駒森林公園

ジャンボカラマツ
木曽文化公園

地蔵峠

地蔵峠展望台

湯元・二本木の湯

唐沢の滝

白滝

興禅寺

福島関所資料館

高瀬家
旧帝室林野局木曽支局庁舎

山村代官屋敷

長峰峠

尾ノ島の滝

開田郷土館

九蔵峠

キビオ峠

八幡宮源流寺

水芭蕉園

観光案内所

観光案内所

塩尻市観光センター

観光案内所

開田高原レクスポセンター

水生植物園県宝山下家住宅
考古博物館

開田高原マイアスキー場

木曽福島スキー場

伊那スキーリゾート

開田高原キャンプ場
御嶽明神温泉

「やまゆり荘」

御嶽神社里宮
御嶽神社若宮

こもれびの湯

不易の滝 大祓滝
日の出滝

松尾滝
白川氷柱群

おんたけ休暇村

  御嶽山ビジターセンター
「さとテラス三岳」

  御嶽山ビジターセンター
「やまテラス王滝」

こもれびの滝

中の湯

油木美林

幻の大滝

百間滝

ホテル木曽
温泉黄金の湯

御嶽神社里宮

白巣峠

清滝

自然湖（カヌー体験）

新滝

おんたけ銀河村キャンプ場

御岳湖カヌーツーリング
おんたけ森きち
オートキャンプ場

水交園

田の原天然公園

御嶽スキー場

駒ヶ岳神社里宮

奇美世の滝

権現滝

田立の滝オートキャンプ場

小野の滝

木曽古道

東野阿弥陀堂

森林セラピー基地
（旧神宮備林）赤沢自然休養林

森林鉄道、森林鉄道記念館、森林資料館

定勝寺

等覚寺（円空仏）

白山神社

白山神社

花馬の里（花馬祭り）

根の上峠恋路峠

柿其水路橋 

阿寺温泉
フォレスパ木曽

大平峠

清内路峠

大平街道
男滝・女滝

乙姫岩

柿其渓谷

富貴畑高原温泉郷

南木曽温泉郷

クアリゾート湯舟沢

桃介記念館

天白公園

読書発電所
歴史の道 中山道

歴史の道 中山道

南木曽町博物館

桧笠の家

木曽ごへー本舗

木地師の家
南木曽山麓蘭キャンプ場

昼神温泉

野底山森林公園

駒場宿

高遠宿

天然公園

のぞきど森林公園

桃介橋

馬籠峠

「是より北木曽路」の碑
松尾芭蕉の句碑

中山道歴史資料館

中山道落合の石畳

落合宿本陣

木地師の里

大妻籠

妻籠城跡

木曽くらしの工芸館

名古屋大学太陽風観測所
東京大学天文台木曽観測所

松原スポーツ公園

道の駅「奈良井木曽の大橋」　

道の駅「木曽川源流の里きそむら」

道の駅「木曽ならかわ」

道の駅「小坂田公園」

ならかわ市場

麻衣廼神社

小野神社

道の駅「日義木曽駒高原」

贄川のトチ

巴淵

安倍晴明の墓

ふるさと体験
木曽おもちゃ美術館

姥神トンネル

権兵衛
トンネル

権兵衛街道

権兵衛街道

木曽の棧

県立木曽病院
長野県木曽
合同庁舎

キャンピングフィールド
木曽古道

水無神社

白山神社

阿寺渓谷
阿寺渓谷キャンプ場

道の駅「大桑」

田立の滝

島崎藤村宅（馬籠宿本陣）跡

まごめ
自然植物園

至 名古屋

木曽C.C.

信州塩嶺C.C.

新地蔵トンネル

丸山観音

稗田の碑

木曽馬の里

御岳ゴルフ＆
リゾートホテル

信州伊那国際ゴルフクラブ

道の駅「賤母」

道の駅「きりら坂下」

道の駅「三岳」
みたけグルメ工房
三岳農産物直売所

臨川寺

姫宮

東山魁夷
心の旅路館

五宮神社

至 岐阜県高山市 木曽漆器の街「木曽平沢」
漆工町ー木曾平沢

JR中央本線

JR飯田線

JR飯田線

JR中央本線

塩尻I.C

岡谷I.C

塩尻北I.C

至 下呂

至 上高地

太陽の丘公園

寝覚の床
美術公園

自然博物館

塩尻短歌館

千人塚公園

大桑村歴史民俗資料館

与川古典庵

長野自動車道

中央本線
中央本線

信濃路自然歩道「鳥居峠ルート」

清内路トンネル

恵那I.C

中津川I.C

神坂PA

中央自動車道

中央自動車道

三遠南信自動車道

中央自動車道

中央自動車道

城山大橋

神坂峠

平出遺跡

平出博物館

本洗馬歴史の里

善知鳥峠

塩尻峠

苗木城跡

中津川市観光案内所
恵那峡

恵那峡県立自然公園

至 松本

恵那山トンネル

岩出観音

池口寺薬師堂

（重要伝統的建造物群保存地区）

冬期間道路通行不可

冬期間道路通行不可

冬期間道路通行不可

冬期間道路通行不可

冬期間
道路通行不可

（わすれな草）

御岳ブルーライン

倉越パノラマライン
霊峰ライン

通行止

園原I.C

飯田I.C

飯田山本I.C

天竜峡I.C

松川I.C

伊那I.C

駒ヶ根I.C

伊北I.C

岡谷JCT

諏訪湖

（名古屋方面のみのハーフI.C）

贄川関所
深澤家住宅

御嶽神社奥社

木曽駒高原

駒ヶ根高原

天竜峡

開田高原

高ボッチ高原

木曽御岳自然休養林

御岳高原

倉越高原

やぶはら高原

（重要伝統的建造物群保存地区）

（重要伝統的建造物群保存地区）

中央アルプス国定公園

八ヶ岳中信高原国定公園

塩嶺王城県立公園

御岳県立公園
木曽御嶽山

木曽駒ヶ岳

ならい

にえかわ

ひでしお

せば

きそひらさわ

やぶはら

みやのこし

はらの

くらもと

じゅうにかね

なぎそ

きそふくしま

すはら

のじり

ただち

さかした

おちあいがわ

なかつがわ

しおじり

ひろおか

みどりこ

おの

みのさかもと

えな
ひがしの

関所の宿場町から木曽馬の里へ

宿場と伝統工芸を訪ねて（これより南木曽路）

宿場と中山道を辿る歴史コース（これより北木曽路）　

檜の森と神の滝をめぐる

中山道木曽１１宿
道草の旅・歩き旅

道の駅「木曽福島」

正岡子規の句碑

一石栃白木改番所跡

妙覚寺
（マリア地蔵）

天長院
おおくわ

19

観光案内所

寝覚の床

あげまつ

脇本陣奥谷
（林家住宅）

木曽駒冷水公園

小黒川スマートI.C

A B C D E F

1

2

3

4

5

6

7

日本遺産
木曽紀行
曲がりくねった石畳の峠を越え、深い谷を辿り、
山あいの11の宿場を結ぶ中山道・木曽路。
佇めば、江戸へ 京へと往来する旅人たちの足音が聞こえてきそう。
肩を寄せ合うように軒を連ねる格子戸の家並みが、
遙か江戸の時代を色濃く残す。
さあ、のんびりと木曽路めぐり歩きの旅に出かけませんか。

寛文2年に飛騨から来た人によって伝えら
れた檜の「ひで」で編まれた手作りの笠。

厚い板や丸太をろくろで回転させながら
カンナで挽いて形を削り出す伝統技術。

百草は御嶽山開祖の覚明と普寛により伝
授され、「御神薬」として信者に広まった。

戦国時代に整備された城跡。帯曲輪や
空掘などは原型をよくとどめている。

徳川家康による五街道の一つ。石畳な
ど当時の中山道の旧態が残されている。 

妻籠宿の脇本陣・問屋を勤めた屋敷。皇女
和宮御降嫁ゆかりの長持が保存される。

文豪島崎藤村の姉である園の嫁ぎ先
で、高瀬家は、代々関所番を務めた。

御嶽講の人々により死後魂が御嶽に
還るよう願って建てられた石碑群。

庄屋を勤め、馬医で大馬主の山下家は、馬を
農家に貸し、農家は仔馬を育て収入を得た。

天下の四大関所のひとつ。中山道の「出
女」「入り鉄砲」を厳しく取り締まった。

江戸時代、木曽谷に地場産業を奨励し
た代官・山村家の屋敷。

道産子や御崎馬と並ぶ日本在来馬種
で開田高原に「木曽馬の里」がある。

樹齢３００年を超えるのヒノキやトチノキ
などの針葉樹・広葉樹の天然混交林。 

トチノキの巨木が林立し、「木曽の栃うき
世の人の土産かな」の芭蕉句碑がある。

頭痛もちのお六が、ミネバリを櫛にして髪を梳
いたところ全快したとのいい伝えのある櫛。

御嶽遥拝所があり芭蕉の「ひばりより 上に
やすろう峠かな」の句碑などが立ち並ぶ。

奈良井宿のお六櫛などの櫛問屋で、江
戸期の典型的な町屋づくりを残す。

木曽檜を木理に沿ってへぎ、曲げ加工
を行いそば道具、茶道具等を作る。 

国の伝統的工芸品の木曽漆器の町。
店舗・塗蔵などの建物が軒を連ねる。

鳥居峠北麓の街道随一の宿場町。町のつ
くりや家並みは当時の面影を色濃く残す。

塩尻市奈良井（塩尻市）E-31 塩尻市木曾平沢（塩尻市）E-32 曲物（塩尻市）E-33

世代を超えて受け継がれ、磨きぬかれた
伝統技術が見事な木曽漆器を創出する。

（国の重要有形民俗文化財）

木曽塗の製作用具
及び製品（塩尻市）E-3

6

水木沢天然林
「水木沢郷土の森」 （木祖村）D-3

10

木祖村史跡
鳥居峠（木祖村）D-3

7

旧中村家 住宅（塩尻市）D-34

本山宿に碑、定勝寺に古文書があり、現在の
蕎麦の形が木曽谷から始まったと考えられる。

そば切り発祥の里
（塩尻市本山宿・大桑村）E-2

5

お六櫛の技法（木祖村）D-39

鳥居峠のトチノキ群（木祖村）D-38

木曽馬（木曽町・南木曽町）C-311

福島関所（木曽町）D-413

山村代官屋敷（木曽町）D-412

木曽御嶽山霊神碑群（木曽町・王滝村）B-4・C-415

県宝山下家（木曽町）C-314

高瀬家（木曽町）D-418

木曽踊りは義仲の供養、木曽節は「おん
たけ節」筏師の歌をを取り入れた民謡。

木曽踊りと木曽節（木曽町）D-417

子どもたちが松明を手に木曽義仲のお
墓へお参りする。

らっぽしょ（木曽町）D-416

江戸から42番目の宿場として慶長6年に
制定。江戸期の趣を色濃く残す宿場町。 

妻籠宿保存地区（南木曽町）C-630

百草元祖の碑（王滝村）C-422

御嶽山修験者の修行の場所。滝裏に
岩祠があり裏見の滝とも呼ばれる。

御嶽山頂の御嶽山座王大権現の里社
として全国にその信仰が広まった。

御嶽神社里宮（王滝村・木曽町）C-419

新滝（王滝村）C-421

御嶽登拝の前に、心身を清める水行を
行なう御嶽山を源にする信仰の滝。

清滝（王滝村）C-420

林家住宅（南木曽町）C-631
中山道沿いにある一石栃は、古くから旅
人が疲れをいやす休憩地として栄えた。

一石栃立場茶屋（南木曽町）C-734史跡 中山道（南木曽町）C-632 南木曽ろくろ細工（南木曽町）D-735妻籠城跡（南木曽町）C-633 蘭桧笠（南木曽町）C-636

金永という人物が、そば切りを振舞った
という、日本で最も古い古文書が残る。

定勝寺本堂・庫裏・山門（大桑村）D-528

御嶽山修験者に所縁のある「そば」は
開田高原の特産となった。

手打ちそば（木曽地域）37

檜・椹など木曽五木に囲まれ、白い岩と
エメラルドグリーンの水が美しい渓谷。

阿寺渓谷（大桑村）C-529

樹齢３００年を超える木曽天然檜の森。
林鉄が走る日本の森林浴発祥の地。 

赤沢自然休養林（上松町）C-526

元弘 4 年（1334 年）に建立され、現存
する社殿建築としては信濃最古のもの。 

白山神社（大桑村）C-527

木曽八景のひとつ。芭蕉の「かけはしや 
命をからむ 蔦かつら」の句碑がある。 

木曽の桟（上松町）D-425

木曽八景のひとつ。歌人・俳人が数々
の歌を詠み、浦島太郎伝説で知られる。

寝覚の床（上松町）D-524

小川、王滝森林鉄道を中心に木曽谷一帯に建設
された。今も赤沢自然休養林の中を走り抜けている。

木曽の森林鉄道（木曽地域）23

塩を使わず”かぶ菜”を乳酸菌発酵させた
漬物。木曽谷の冬の風物詩になっている。

すんき漬け（南木曽町を除くエリア）38

木曽の名物で、米の粉を練り中に餡を
つめて朴の葉で包んで蒸した餅菓子。

木曽の朴葉巻（木曽地域）40

御料林（皇室財産）を管理・経営した庁舎。
木曽山の威光と歴史を今に伝える。

旧帝室林野局木曽支局庁舎（木曽町）D-441

「夜明け前」の作者である島崎藤村の
生誕地。隠居所は江戸期の建造物。

島崎藤村宅（馬籠宿本陣）跡（岐阜県中津川市）C-742

ヒノキ、サワラ、コウヤマキなど、それぞれ
の特性と美しさを活かした木曽の特産。

木曽材木工芸品 （木曽地域）39
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