
若狭町熊川宿（福井県） 令和２年５月１１日
若狭町作成

（１）保存地区の概要

地 区 名 若狭町熊川宿

種 別 宿場町

面 積 約１０．８ヘクタール

選定年月日 平成８年７月９日

特 徴 福井県若狭地方のほぼ中央部，山峡にある熊川
宿は，江戸時代に京都と小浜を結ぶ若狭街道の
物資流通の中継拠点として繁栄しました。
街道に沿って用水路が流れ，江戸時代から明治，
大正の伝統的な建物が軒を連ね，歴史的な町並
み景観を良好に伝えています。

（２）保存地区のあゆみ

昭和４２年 熊川文書が県指定文化財となる

昭和５６年 町並み保存対策調査（福井大学）地元まちづくり組織の設立

昭和６０年 さば街道熊川宿の町並み調査（日本ナショナルトラスト）

平成 ６年 熊川まちづくりマスタープランの策定

平成 ７年 鯖街道・熊川宿整備総合計画の策定 歴史国道の選定（旧建設省）

平成 ８年 重要伝統的建造物群保存地区に選定

平成 ９年 文化財を活かしたモデル地域づくりに選定

平成１０年 伝統芸能保存会，伝統技術研究会の発足

平成１１年 道の駅「四季彩館」，景観整備工事（中ノ町）

平成１２年 「手づくり郷土賞」の受賞，いっぷく時代村の開催

平成１４年 白石神社山車復元・見送り幕復元

平成１５年 熊川番所復原 まちづくり憲章・申し合わせ事項の制定

平成１６年 ブータン王国との歴史的建造物保存をテーマにした交流

平成１７年 景観整備工事（下ノ町，上ノ町）

平成１８年 第二次熊川マスタープランの策定

平成１９年 日本風景街道に登録（国土交通省）

平成２０年 熊川宿の防災まちづくり計画の策定

平成２３年 近隣火災通報システムの構築

平成２４年 空き家を活かした移住推進事業の実施

平成２５年 荻野家住宅（倉見屋）が重要文化財に指定

平成２６年 全国伝建保存地区協議会 熊川宿大会

平成２７年 「御食国若狭と鯖街道」が日本遺産に認定

平成２８年 日本遺産の大使 村田吉弘氏の建物改修

平成３０年 街道シェアオフィス＆スペース「菱屋」・熊川宿若狭美術館オープン
【熊川文書】

【山絵図】

【若狭街道】
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（３）保存地区の保存と整備

伝統的建造物

環境物件

伝建条例制定
保存地区決定
保存計画決定

建築物 ２１１件
工作物 １３２件
２２件

平成７年１０月 １日
平成７年１２月２８日
平成７年１２月２８日

伝統的建造物群保存地区範囲図

伝建制度における保存修理・修景事業の推移（件数，事業費）

歴史的町並み風景の復原

伝統的な建物を保存するきっかけ（旧逸見勘兵衛家住宅）

周辺環境整備（電線の地中化，道路の美装化，案内板の設置）

修理前 修理後

電線の地中化 地道風舗装 保存地区案内板

至 小浜

至 今津

平成３年 令和元年
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（４）保存地区の活用とまちづくり

その１ 伝統的建造物等の活用

【若狭鯖街道熊川宿資料館「宿場館」】
旧熊川村役場を資料館として改修し，熊川
宿や若狭街道（鯖街道）の歴史について展
示公開している。地元住民による公開施設
管理組合が組織され説明員として活躍して
いる。（H9.5オープン）

【旧逸見勘兵衛家住宅】

旧熊川村の初代村長逸見勘兵衛，その子
息で伊藤忠商事二代目社長となった竹之
助の生家。令和２年４月から指定管理者
（一社）熊川プロジェクトが宿泊施設（母
屋・蔵）として運営している。（H10.4オープ
ン ）

その２ 観光客の受皿づくり

日本遺産認定による保護の動き
鯖街道マンガミュージアム，ジオラマ，ラッピングバスにより鯖街道の知名度向上

【街道シェアオフィス＆スペース「菱屋」】

近年は空き家になっていた熊川宿を代表
する大店を、往時の雰囲気を残しながらリ
ノベーション。事務所、ショップ等のオフィ
スやギャラリー、スタジオ等に利用できる
スペースを開設。（H30.4オープン）

【熊川宿若狭美術館】

熊川宿の中枢に位置する古民家を改修し
た施設で、障がい者アート、子ども美術、
現代美術作品を展示。美術の視点から新
しい共生社会の構築を目指している。
（H30.5オープン）

道の駅「若狭熊川宿」の 地元語り部による案内 地元小学生による語り部
整備（H11.5オープン）
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（５）住民等の取組み

若狭熊川宿まちづくり特別委員会（まちづくり活動，交流事業）

熊川宿伝統芸能保存会（てっせん踊りの復活，継承）

熊川宿町並み保存技術研究会（伝統建築技術の継承）

熊川宿いっぷく時代村実行委員会（イベントの開催）

熊川宿おもてなしの会（宿泊施設の運営等）

熊川宿葛振興会（熊川葛の製作技法を継承）

熊川宿古文書研究会 （熊川御用日記を解読）熊川宿自主防災会（防火訓練，近隣火災通報システムの整備）


