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 北浦街道筋の隠れたお宝が沢⼭あります。地域住⺠でさえ⽇頃触れてない処がありま
す。地域づくり部会では、まち興しの企画として「もっと知ろう・伝うよう・つながろ
う」をモットーに諸活動を⾏っていますが、お宝が陽の⽬を⾒ることができるよう北浦
街道探訪記シリーズとして取り上げ「まち協ニュース」に連載しています。この度、今
までの５回分について特集として、お掲載しましたのでご覧ください。 
 
 
 北浦街道には調べれば調べるほど沢山のお宝が発見されます。新型コロナウイルスを

想定した新しい生活様式の一つとして、「温故知新」により今後を模索していただくに

良い機会となればと思い、「北浦街道探訪記シリーズ」のリバイバル版を掲載すること

としました。あなたの新発見はなんでしょう。ご意見・ご感想をお待ちしています。 

 

 1603年(慶長8年)徳川幕府時代の始期により、幕府は体制の維持・強化のために全国

の道路網の整備をしました。これに合わせて、1605年(慶長10年)毛利藩は萩を中心に領

国の周防・長門国内に藩内道路網を整備されていくこととなりました。 

 

 その一つとしての赤間関街道整備では、 

 

 ①中道筋(萩～明木～吉田までの約50㎞) 

 ②北道筋(長門東深川～俵山～西市～小月までの約43㎞) 

 ③北浦筋(萩東田町札之辻～赤間関観音崎町までの約105㎞) 

 の三つの幹線が設定されました。 

 

 明治維新以降は、こうした中での主要な街道は国道等に指定され舗装・拡張・付け替

えが行われて現在に至っています。一方で、維持整備が出来なかった街道は廃道となり

忘れられる存在になりつつあります。 

 

 北浦街道は、萩藩主の御国廻りの行事の通行路として利用されていたので街道沿線に

は藩主の休憩場所や宿泊施設として本陣(江戸時代以降の宿場で、大名や旗本、幕府役

人、勅使、宮、門跡などの宿泊所として指定された家)や御茶屋などが置かれていまし

た。また、北浦沿岸は低山から延びる丘陵に挟まれた地形が多く、その間に浦が点在し

ていることから、北前船の寄港・停泊や年貢米の回漕に伴う人・物資・情報の流通路と 

して重要でした。さらには、外国船の漂着に備える機能も備えていました。 
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第１回 赤岸通り 
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第２回 旧市役所庁舎 
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第３回 末廣稲荷神社 
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第４回 辨天湯 



中東地区まちづくり協議会 地域づくり部会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５回 赤間中央通り・奥小路通り・幸町通り 
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