
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

七北田・市名坂のはじまり 

 伊達
だ て

政宗
まさむね

公
こう

の時代にこれまでの山道に代

わり、仙台城
じょう

下町
か ま ち

の北目
き た め

町
まち

を始
はじ

まりとして北

に通じる街道
かいどう

がつくられました。 

街道筋
すじ

に七北田宿ができたのが 1623 年

（元和
げ ん な

9年）です。遅
おく

れて新
しん

町
まち

市名坂が1660

年（万
まん

治
じ

３年）にでき、上町
うわまち

（七北田村）と

下町
したまち

（市名坂村）と呼
よ

ばれていました。 

宿場は北南に約 1km あり、宿場の出入口

には治安
ち あ ん

のために丁
ちょう

切
ぎん

根
ね

と呼ばれる木戸
き ど

が

設置
せ っ ち

されていました。開宿してから 149 年

後の家数は、七北田村に 96軒
けん

、市名坂村に

は 70軒ありました。七北田・市名坂の両地

区には宿場を守る検断
けんだん

と世話役の肝入
き も い

りと

いう人が各
かく

一人置
お

かれました。 
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北田
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泉区
いずみく

中央
ちゅうおう

 

市民
し み ん

センター 
みやぎ生協 
市名坂店 

市名坂小学校 

七北田小学校 

七北田中学校 

善正寺
ぜんしょうじ

 

11 

実相寺
じっそうじ

（寺坂
てらさか

吉
きち

右
え

衛門
も ん

の墓
はか

） 

7 

仙台鉄道 七北田駅跡
あと

 

8 

⛩

石留
いしどめ

神社 

10 

二 柱
ふたはしら

神社 

９ 

備荒倉
びこうそう

跡
あと

 

（適応
てきおう

指導
しどう

センター「児遊
じゆう

の杜
もり

」） 

6 
浄満寺
じょうまんじ

 

 

 

 

 
 

七北田宿開宿 

４００年記
き

念
ねん

碑
ひ

 

３ 

湯殿山
ゆどのさん

参
まい

りの碑
ひ

（庄司家
しょうじけ

） 

５ 

御膳
ごぜん

水
すい

(小
お

野
の

家
け

) 

２ 

遠藤
えんどう

村長碑
ひ

（七北田小） 

４ 

明治天皇
めいじてんのう

行 幸
ぎょうこう

(櫻井家
さくらいけ

) 

1 

下町
したまち 上町

うわまち

 

【泉・ふるさと生活ギャラリー】 

泉区中央市民
しみん

センターには江戸
え ど

時代から昭和
しょうわ

30年代頃
ころ

にかけて泉

区内で実際
じっさい

に使用されていた歴史
れきし

・

民俗
みんぞく

資料
しりょう

の展示
てんじ

ギャラリーがあり

ます。 

<利用時間＞ 

9:00～17:00 

(休 館
きゅうかん

日
び
除
のぞ
く) 

仙台領奥州街道絵図 (七北田宿) 
（江戸時代中期作） 

所蔵／仙台市博物館 

丁切根 

北側の出入口 

丁切根 

南側の出入口 

 七北田宿開設 400年
記念の案内板 



 

1922 年（大正
たいしょう

11 年）10 月 6 日通 町
とおりちょう

～八
や

乙女
お と め

駅
えき

間

6.8kmが開通。八乙女～七北田駅間0.9kmは1923年

（大正 12 年）4 月 26 日に開通。「仙台鉄道」（旧
きゅう

仙台

軌道
き ど う

）別名
べつめい

"軌道
き ど う

っこ""軽便
けいべん

っこ"と呼
よ

ばれた。 

不況
ふきょう

、物価
ぶ っ か

の高騰
こうとう

と資金難
し き ん な ん

で敷設
ふ せ つ

に苦労
く ろ う

した。貨物
か も つ

は仙
せん

北
ぽく

方面から燃料
ねんりょう

の亜炭
あ た ん

等
など

が仙台へ、仙台からは生活用品

等が仙北方面へ運ばれた。王城
おうじょう

寺原
じ は ら

への多くの兵隊
へいたい

の

輸送
ゆ そ う

等の役割
やくわり

があった。戦後
せ ん ご

は買い出し客で超満員
ちょうまんいん

の

状態
じょうたい

になったこともあった。台原
だいのはら

の坂道では、登りきれず

に乗客が列車から降
お

りて後ろから押
お

すこともあった。戦後

の連続
れんぞく

する台風によって橋梁
きょうりょう

・路盤
ろ ば ん

の被害
ひ が い

を受け、ほと

んどがバス輸送に切り替
か

わった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

④遠藤
えんどう

村長
そんちょう

を讃
たた

える碑
ひ

 

 

⑤庄司家
し ょ う じ け

（湯殿山
ゆ ど の さ ん

参
まい

りの碑
ひ

）   ※非公開 

 

 

 

 

 

 

 

③浄
じょう

満寺
ま ん じ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上町
う わ ま ち

 

下町
し た ま ち

 

⑥備荒倉
び こ う そ う

跡
あと

（児遊
じ ゆ う

の杜
も り

）   ※非公開 

備荒倉は凶作
きょうさく

や災害
さいがい

に備
そな

えるための倉
くら

である。1935 年

（昭和
しょうわ

10 年）に村内には七つの郷倉
ごうそう

が設置
せ っ ち

された。昭和天

皇の御下賜
ご か し

金
きん

（金一封
きんいっぷう

）をいただいて建設
けんせつ

したので倉には

銅製
どうせい

の菊
きく

の紋章
もんしょう

がつけられた。 

1950年（昭和 25年）頃
ころ

まで使用され、仙台市児遊の杜

開館に伴
ともな

い、その場所にあっ 

た備荒倉は 2002年（平成 

14年）に解
かい

体
たい

された。 

現在は遺構
い こ う

の一部が泉・ふ 

るさと生活ギャラリーに展示 

されている。 

 

1596 年（慶長
けいちょう

元年）東本願寺
ひがしほんがんじ

教如
きょうにょ

上人
しょうにん

の法
ほう

弟
てい

長念
ちょうねん

が現在地
げんざいち

に

建
た

てた 。本尊
ほんぞん

の阿弥陀
あ み だ

如来像
にょらいぞう

は

鎌倉
かまくら

時代の作と伝
つた

えられる。 

 

②小野家
お の け

（御膳
ご ぜ ん

水
すい

）   ※非公開 

明治天皇は行幸
ぎょうこう

のとき、七北田では櫻井家でお休みさ

れた。そのときの随行
ず い こ う

（目上の人のともをし、付
つ

き従
したが

って

いくこと）には、岩倉
い わ く ら

具
と も

視
み

、大久保
お お く ぼ

利通
と し み ち

、木戸
き ど

孝
た か

允
よ し

など当

時明治政府
せ い ふ

で活躍
か つ や く

した有名な人がいた。 

  お休みされた天皇にお出 

しするお茶等
な ど

に使用する御膳 

水は小野家の井戸
い ど

水
みず

から差
さ

し 

上げられたものだった。 

遠藤永
えんどうえい

治郎
じ ろ う

は 4 代目村長として明治
め い じ

から大正
たいしょう

の 17 年

間村政
そんせい

の発展
はってん

に尽
つ

くした。在任期
ざいにん き

間中
かんちゅう

は戦争
せんそう

、凶作
きょうさく

、水害
すいがい

が起こり、村の経済
けいざい

が悪化し、村民
そんみん

の生活は苦しくなった

が、稲作
いなさく

の改良
かいりょう

による増収
ぞうしゅう

や養蚕
ようさん

奨励
しょうれい

など村の財政
ざいせい

確立
かくりつ

のため力を尽くした。また、杉
すぎ

の苗
なえ

を 46万 7千本植え、七

北田中学校建設
けんせつ

のためにその 

杉を伐採
ばっさい

して資金
し き ん

として校舎
こうしゃ

 

を完成
かんせい

させた。 

碑は七北田小学校敷地内
し き ちな い

 

にある。 

①櫻井家
さ く ら い け

（明治天皇
めいじてんのう

行幸
ぎょうこう

）  ※非公開 

明治天皇は、1872年（明治5年）から 1885年（明治

18 年）にかけて、全国各地
か く ち

を巡幸
じゅんこう

（天皇が皇居
こ う き ょ

を出て

複数
ふ く す う

の場所へ行くこと）された。ここ七北田には1876年

（明治 9 年）に来られ、櫻井家の二階でお休みされた。そ

の時に使われた品々
し な じ な

は今でも桜井家 

に大切に保
ほ

存
ぞ ん

されている。 

また行幸
ぎょうこう

碑
ひ

も建
た

てられている。  

1881年（明治 14年）には市名 

坂でお休みになり、その記録
き ろ く

が善
ぜん

正
しょう

 

寺
じ

の行幸碑に書かれている。 

七北田、市名坂の人たちの間には古くから出羽三山
で わ さ ん ざ ん

参
まい

り

の集まりがあり、月に一回出羽三山の掛
か

け軸
じく

を掛け、お祈
いの

りや飲食をした。 

七北田の庄司家は伊達藩
だ て は ん

の時代か

ら人集めのリーダーをしていた家であ

る。庄司家には 33 回のお参りを記念
き ね ん

した碑があり、その年号「1817 年

（文化
ぶ ん か

14 年）」が刻
きざ

まれている。お参り

の時は出羽三山から案内人
あんないにん

が来て道

中、旅のお世話をした。 

 

 かつて七北田修
しゅ

林壇
りんだん

の地にあり「仁
に

和
わ

多
た

利
り

大権現
だいごんげん

」と呼
よ

ばれていた。伊達
だ て

政宗
まさむね

の奥州
おうしゅう

街道
かいどう

整備
せ い び

に伴
ともな

い、1662

年（寛
かん

文
ぶん

2年）に現在地
げんざいち

に移
うつ

された。

祭神
さいしん

をイザナギ・イザナミの二柱
ふたはしら

と

し、明治
め い じ

初期
し ょ き

に「二柱神社」と改称
かいしょう

し

た。境内
けいだい

には、「雷神社
いかづちじんじゃ

」や「山神
やまのかみ

」

「馬頭
ば と う

観音
かんのん

」をはじめ石塔
せきとう

18基
き

が祀
まつ

られている。 

 

 沼田
ぬ ま た

備前
び ぜ ん

という人が 1619年（元和
げ ん な

5年）につくった。

備前が七北田川をさかのぼる石を祀
まつ

ったとも、武烈
ぶ れ つ

天皇
てんのう

を祀ったとも、神が川を渡
わた

る際
さい

に石につまずき転倒
てんとう

、怒
おこ

っ

てここから下流には石が流れないようにしたともいう。 

備前の子孫
し そ ん

は、江戸
え ど

時代を通じ 

て七北田の検断
けんだん

（街道
かいどう

の荷物
に も つ

 

輸送
ゆ そ う

を担
にな

い、宿場町
しゅくばまち

の管理
か ん り

を 

行う人）を務
つと

めた。 

 

⑨二柱
ふたはしら

神社 
 

⑦実相寺
じ っ そ う じ

 

 

 

 

 

 

 

七北田小学校となりの実相寺には「忠臣蔵
ちゅうしんぐら

」でおなじみ

の「寺坂
てらさか

吉
きち

右
え

衛門
も ん

」のお墓
はか

がある。「忠臣蔵」は江戸
え ど

時代

1702年（元禄
げんろく

15年）、殿様
とのさま

の無念
む ね ん

を 47人の家来が晴ら

した有名な出来事
で き ご と

・事件
じ け ん

だが寺坂吉右衛門はその四十七
しじゅうしち

士
し

のひとりである。 

彼
かれ

はその後ただ 

一人生き残
のこ

ったこ 

とからお芝居
し ば い

など 

にも登場する大変
たいへん

 

有名な人である。 

どうして彼だけ生 

き残ったのかな？ 

 
⑩石留

いしどめ

神社 
 

⑪ 善正寺
ぜ ん し ょ う じ

 

～七北田に「仙台鉄道」が走っていた！～ 

⑧仙台鉄道七北田駅跡
あと

（開業
かいぎょう

100年） 
 

記念碑
ひ

によれば、1873 年（明治
め い じ

6 年 7 月 18 日）七

北田小学校が開校したと記録
き ろ く

がある。鎌倉
かまくら

時代に天台宗
てんだいしゅう

栄光院
えいこういん

として建立
こんりゅう

され、善正寺と名付
づ

けられたのは

1635 年（寛永
かんえい

12 年）である。善正寺は当初
とうしょ

、市名坂坂

下にあったが、その後南西に移転
い て ん

、1636年(寛永
かんえい

13年)

現在
げんざい

の地に再
さい

移転した。1924 年(大正
たいしょう

13 年)の火災
か さ い

に

より本堂
ほんどう

を焼失
しょうしつ

したが修復
しゅうふく

を重ね、新本堂は 2000 年

（平成
へいせい

12 年）にできた。本尊
ほんぞん

は阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

、山門は

2019年
ねん

（平成 31年）に完成
かんせい

した。 

路
線
図 

井戸があったことを伝える碑
ひ

 ▲ 

仙台鉄道山ノ寺停留所 

 この寺では寺子屋
て ら こ や

が開かれて

いたので 1858 年（安政
あんせい

5 年）

に建立
こんりゅう

された筆
ふで

墓
はか

がある。

2023年（令和5年）4月3日

には奥州街道
おうしゅうかいどう

七北田宿開宿

400年記念
き ね ん

碑
ひ

が建てられた。 

 
※1937年（昭和 12年）に始発駅が通町駅から北仙台駅に変わった。 


