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出町桝形商店街
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馬口
通

御蔭通
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寺之内通
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廬山寺通

一条通

一条通

中立売通

出水通
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妙心寺道
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石
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辻
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通

鞍馬口通

建勲通

若菜通

船岡南通

盧山寺通

船
岡
北
通

若菜通

若菜南通

紫野通

今宮通

仁和寺街道
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通
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通
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小
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通
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茂
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千
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丸太町通

紫野北通
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■西山

■大文字山

■船岡山

高
野
川

鴨
川

堀
川

賀
茂
川

深泥ヶ池

泉
川紙

屋
川

新池

天神
川

上
賀
茂
橋

北山
大橋

北大路橋

葵
橋

出町
橋

御蔭橋

河合橋

賀茂大橋

荒神橋

丸太町橋

二条大橋

北野橋

御池大橋

三条大橋

西ノ京橋

鏡石橋

出雲路橋

叡
山
電
鉄
叡
山
本
線

京
阪
鴨
東
線

地
下
鉄
烏
丸
線

山
陰
本
線

地下鉄東西線

出町柳駅

北野白梅町駅

円町駅

神宮丸太町駅

市役所前駅烏丸御池駅

二条城前駅

今出川駅

鞍馬口駅

北大路駅

北大路バスターミナル

至 国際会館前

至 祇園四条

至 

三
条
京
阪

至 

鞍
馬
・
八
瀬
比
叡
山
口
駅

至 太秦天神川
至 京都

至 

嵯
峨
嵐
山

至 

嵐
山

三
条
駅

二条
駅二条
駅

■ノートルダム学院小学校　

■洛北高校
　付属中学校

■葵小学校

■ノートルダム女子大学

加茂川中学校
■

■紫竹小学校

元町小学校
　　　■

■旭丘
　中学校

■待鳳小学校　

■鳳徳小学校　

■府立盲学校
　幼小中学部

■佛教大学　

府立盲学校
高等部
　■ ■楽只小学校

■柏野小学校

■
白い鳩保育園

■紫野高校

■紫野小学校

■大谷大学
■紫明
　小学校

■立命館小学校

■京都教育大学
　　付属京都小学校・中学校　

北総合支援学校
　　　　　■

西陣中央小学校
　　　　■　■嘉楽中学校　　　　

■同志社大学
　新町キャンパス

　　　■
同志社大学
寒梅館

■同志社大学

　■
翔鸞小学校

■仁和小学校

■朱雀第四
　　小学校

■西ノ京中学校

西京高校付属
中学校・高校
　　■

■朱雀第六
　　小学校

■朱雀第二小学校

■中京中学校

北野中学校
　　　■

■上京中学校

室町小学校
　　　■

■下鴨小学校

■同志社女子大学

■京極小学校

　　　　■
京都府立医科大学

　　■
鴨沂高校

■御所南小学校

■銅駝美術工芸高校

■京都第2赤十字
　看護専門学校

■二条城北小学校

■正親小学校

■平安女学院
　中学校・高等学校

■二条中学校

■朱雀高校

堀川音楽高等学校
　　■

御池中学校

■

■京都両洋高等学校

琵琶湖疏水

■植物園

京都市考古資料館

■二条城

京都国際
マンガミュージアム

■

北警察署

　　　　　　■
社会保険京都病院

上京警察署

■

京都府立
　医科大学附属図書館

■

糺の森

■宝ヶ池公園

星池児童公園
　　　■

■扇町
　児童公園

紫野宮西公園
　　■

■玄武公園

■鶴山児童公園

紙屋川児童公園■

■船岡山公園

■鏡石
　児童公園

■鷹峯児童公園

■

御土居史跡公園

　■
楽只児童公園

楽只東
児童公園
　■

■深泥池児童公園

■茶ノ木原児童公園

■松賀茂児童公園

■萩児童公園

■あおい公園

■中川原公園

■紫野柳児童公園

■菖蒲園児童公園

　　　　■
大門児童公園

■上堀川児童公園

■緑町児童公園

大宮西野山児童公園

■

■翔鸞児童公園

■上柏野
　児童公園

■富小路殿公園

■鴨川公園

鴨川（葵）公園
　　　■

■三條坊町
　児童公園

　　　　　　■
西ノ京児童公園

■円町児童公園

■鹿垣児童公園

西町児童公園
 　■

■
北町児童公園

■仁和児童公園

■大宮交通公園

■上京区役所

■中京区役所

京都市役所
　　　■

■京都府庁

■北区役所

スタート地点
加茂川中学前

ゴール地点
千本北大路

スタート地点
ライトハウス前

北

北

スタート地点
出雲路橋

西

北野中学前

西 ゴール地点

東

ゴール地点
府立医大病院前

東

 圓通寺

清浄華院

相国寺
常願寺

護浄院

本満寺

御霊神社

明光寺

石井神社

閑臥庵
上善寺

桂宮御牌所 慈照院

今宮神社

大徳寺

真言院

大将軍八神社

浄土院（湯たくさん茶くれん寺）

北野神社
御旅所

法輪寺（達磨寺）

竹林寺

弘誓寺

威徳水跡

わら天神宮

下鴨神社

引接寺

建勲神社

大報恩寺
（千本釈迦堂）

安楽寺天満宮
　 熊鷹稲荷大神

―史跡 御土居と御土居跡を歩く―
1591年、文禄・慶長の役で朝鮮との戦を始める一年前、豊臣秀吉は大規模な京都改造事
業に取り組んでいます。甥の秀次に関白職を譲って聚楽第を明け渡し、2～4ヶ月のスピー

ドで京都の町を囲む22.5キロにおよぶ御土居堀を構築しました。その他、寺町、寺之内、本願寺等の寺割りや短冊形の町
割り等の事業も行いました。真竹等が植えられたという京都の美観にも貢献した御土居史跡をめぐり、秀吉の町づくりの
痕跡をたどります。道路の起伏が当時の想像をかき立てます。

北区鷹峯旧土居町２北区紫竹上長目町・上堀川町（加茂川中学前）

北区大宮土居町（玄琢下）

北区平野鳥居前町

上京区馬喰町（北野天満宮境内）

北区鷹峯旧土居町３（御土居史跡公園）

史跡  御土居史跡  御土居

北区紫野西土居町

中京区西の京原町
（市五郎稲荷神社）

大原口京の七口

上京区寺町広小路上る北之辺町（盧山寺）

京の七口鞍馬口

京の七口長坂口

寺之内橋

寺之内

寺
町

西コースの見どころ 東コースの見どころ

京
都
御
苑

御土居跡に建
つ神社です。

Ｐ

御土居跡

御土居の延長線上に通る道路と、
道に沿って立ち並ぶ住宅棟。

史跡御土居②から③へ
御土居の頂上跡を歩い
ているのが実感できる
道です。

階段を登って
上の道路へ

土塁頂部から堀への
落ち込みが良くわか
る急な下り坂。

地形を利用して作ら
れた堀の遺構が残る
紙屋川沿いの道。下
から眺めると、より
御土居の高さが実感
できます。

御土居跡の痕跡が残る、斜めに
通る道路。

御土居史跡横の暗渠から流れる
若狭川。

御土居の土塁から出
土した石仏。

台形の土塁に芝が植え
られており、指定史跡
の中でも、その形状が
最も良く分かります。
道路脇には御土居から
出土した石仏が祀られ
ています。

公園として整備され
た御土居。土塁の頂
部まで登ることがで
き、その高さを体感
できます。

住宅地の一角にわず
かに土塁が残ります。
西土居町という地名
にも御土居の名残を
感じます。

境内西側に残る御土
居の頂部には見晴ら
し台が設けられ、土
塁構築の際に植えら
れたとされるケヤキ
の大木があります。

御土居の北東角の屈
曲部分にあたります。
堀川通に分断されて
いますが、通りの東
側と西側に土塁の土
盛りを確認すること
ができます。

保存状態が最も良く、
約250mにわたって
御土居が現存してい
ます。金網で囲われ
ており外側からしか
見学できませんが、
堀と土塁の構造がよ
くわかる御土居です。

御土居の北西角に当
たる部分です。向か
いの光悦堂さんに鍵
を借りて中へ入るこ
とができます。

土塁に接して社殿があ
り、御土居そのものが
神体となっている稲荷
神社です。鳥居が並ぶ
参道部分が堀跡といわ
れています。

境内墓地の東側に御土
居の一部が約50ｍほ
ど残ります。北端から
土塁に登り、見学する
ことも可能です。

秀吉がこの橋付近
から御土居を検分
した記録が残りま
す。この橋のすぐ
北側に富士垢離場
（ふじごりば）が
ありました。

一条通りの大将
軍商店街。手作
りの妖怪が出迎
えてくれる「妖
怪ストリート」
として人気です。

地蔵院（椿寺）
北野大茶会の縁で秀
吉より寄進されたと
い う「 五 色 八 重 散
椿」があったことか
ら、「椿寺」の愛称で
親しまれています。

地蔵堂の中に
京の六地蔵の
一つ、鞍馬口
地蔵が祀られ
ています。

史跡には指定さ
れていませんが
御土居の残る貴
重な土塁です。

「御土居の袖」と
呼ばれる部分です。
その不自然な形状
の理由はいまだ謎
に包まれています。

おくたにけ
奥渓家住宅
貴重な古民家と
して京都市の有
形文化財に指定
されています。

京都市歴史資料館
京都市の歴史資料や図書な
ど十数万冊を収蔵し、古文
書（複写版）等の閲覧もで
きる資料館。テーマ展や企
画展のほか、歴史講座や古
文書講座等も実施されてい
ます。

山中鹿之助の墓が
あります。境内の
枝垂桜は桜の名所
として有名です。

寺町・寺之内
秀吉の都市改造の
一つとして京中に
散在していた寺院
を集約させ、寺町
を形成しました。

史跡 大原口道標
史跡碑として最
も美しい道標と
いわれる。大原
口（今出川口）
に立つ石碑。

御土居のライン
がそのまま道路
に残ります。

静かで雰囲気
のある散策道

階段を下りて紙
屋川沿いの道へ

史跡御土居③の裏
へとつながります。

御土居の起伏によ
る道路の落ち込み

御土居の痕跡を残すため、
さつきつつじでかたどっ
た御土居が河原町通沿い
に復元されています。

府立医大付属図書館の
復元御土居

法成寺址
藤原道長が建
立し、平等院
の範となる法
成寺址の石碑
です。

平安中期の武将、源頼光
が渡辺綱ら四天王ととも
に退治したと伝わる土蜘
蛛伝説の「頼光塚（蜘蛛
塚）」が境内にあります。

天寧寺
（てんねいじ）

阿弥陀寺
（あみだじ）

梨木神社
（なしのきじんじゃ）

盧山寺
（ろざんじ）

染井▲

山門を通して眺める比叡
山の秀峰が額縁にいれた
ように見えるところから、
「額縁門」と呼ばれ親し
まれています。境内墓地
には茶人金森宗和の墓が
あります。

交通ルールを楽しく学べ、模擬道
路を走るゴーカート(有料)が人気
の交通公園。園内南側に御土居の
一部が残っています。土塁の脇に
は平一稲荷社があり信仰の場とし
ての御土居を感じる事ができます。

織田信長、信忠父子や本
能寺で討死した家臣の墓
などがあります。墓地境
界がそのまま御土居ライ
ンとして残っています。

萩の宮ともいわれ、京都
を代表する萩の名所とし
て知られています。また、
境内手水舎の井戸「染
井」は京の三名水の一つ
として有名です。

紫式部の邸宅跡で源氏物
語執筆の地と伝えられま
す。墓地の奥に御土居の
一部が史跡として残って
います。

桜の神紋を持つ神社。珍
種を含む約50種類の桜の
木があり、時期には大勢
の参拝客で賑わいます。
本殿は「比翼春日造」｢平
野造」と呼ばれる独特の
構造です。

「天神さん」の呼称で親
しまれ、菅原道真を祀る
学問の神様です。1587年
に秀吉主催で行われた北
野大茶会の碑や太閤井戸
が残っています。

菅原道真公の母の伴氏廟
や、源頼光を悩ました土
蜘蛛が住んでいたといわ
れる土蜘蛛塚があります。

上品蓮台寺
（じょうぼんれんだいじ）

平野神社
（ひらのじんじゃ）

北野天満宮
（きたのてんまんぐう）

東向観音寺
（ひがしむきかんのんじ）

１
・・・御土居ライン

・・・史跡 御土居（エリア） ・・・トイレ・・・警察・・・桜の名所 ・・・梅の名所 ・・・もみじの名所

・・・史跡 御土居（見学ポイント）
・・・御土居 体感ポイント ・・・京の七口

※体感ポイントでは、散策道の高低差を
見て、歩くことで当時の御土居堀に思い
を馳せてみましょう！

※京に繋がる街道の出入口の
総称で、俗に「七口」と称さ
れました。

・・・北ルート

・・・西ルート

・・・東ルート

１

２

４

６

５

７

２
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４
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３

７

５

８

９

９

８

３

京の七口 荒神口

西賀茂村弘法大師道道標

地蔵

招善寺

一條天皇・三條天皇火葬塚

鷹ヶ峰薬園跡石碑

三條天皇北山陵

花山天皇陵

渡邊綱の燈籠

伴氏社

文子天満宮

北野天満宮

平野神社

上品蓮台寺

東向観音寺

後冷泉天皇火葬塚

近衛天皇火葬塚

頼光塚
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～文化財と遺跡を歩く～

京都歴史散策マップ

御土居跡

発行　京都市・㈶京都市埋蔵文化財研究所

京都市考古資料館
大正３年に本野精吾の設計で建てられた旧西陣織物
館を内部改修し、京都市内の発掘調査・研究の業績
を発表・展示するため昭和54年11月に設立されまし
た。特別展と常設展で構成され、約1000点の遺物が
展示されています。遺物展示のほかにも、映像やパ
ソコンで旧石器時代から近世にかけての京都の歴史
を学ぶことができます。建物は、昭和59年に京都市
有形文化財に登録されています。

〒602-8435
京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町 265-1

TEL.　075-432-3245　FAX.　075-431-3307
http://www.kyoto-arc.or.jp/museum/ 

入館無料・月曜休館（月曜が祝日の場合は翌日）
開館時間　9:00~17：00（入館は16：30まで）

ＪＲ京都駅より地下鉄烏丸線　今出川駅下車徒歩15分　
市バス201・203・59系統　今出川大宮下車すぐ
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御土居跡に関する発掘調査

「本能寺の変」後、羽柴秀吉はいち早く行動を
おこし、戦国の騒乱に終止符を打つことができ
ました。秀吉は天正13（1585）年に関白職を
受け、天正14年に豊臣の氏を賜り太政大臣に
就任し政権を確立しました。同時に京都の改造
を始め、まず、同年に聚楽第の造営を開始しそ
の周辺に大名屋敷町を建設します。次に天正
17年から御所の修復を行い、その周辺に公家
屋敷町を配置します。天正18年には寺院を強
制的に集中させ寺町・寺ノ内を形成すると共に、
同年、平安時代からの正方形町割りを短冊形町
割りとし土地の有効活用を図ります。最後に、
天正19年、その周囲を取り囲むように御土居
を築きました。この御土居は外敵の襲来に備え
る防塁と川の氾濫から街を守る堤防として、北
は上賀茂から鷹ヶ峰、西は紙屋川から東寺の西
辺、南は東寺南側の九条通、東は鴨川西側の河
原町通まで、南北約8.5km、東西約3.5km、総
延長約22.5kmにも及びます。その構造は外側
に堀を巡らせ、内側に掘った土を盛り上げて台
形状の土塁を築いたもので、土塁上には竹が植
わっていたようです。現存するものから推測す
ると堀の幅は約20ｍで、深さは約４ｍとみら
れます。土塁基底部の幅は約20ｍで、頂上部
の幅は約５ｍ、高さは約５ｍありました。近衛
信尹の「三藐院記」によると天正19年1月に着
手され、同年閏１月のわずか２ヶ月で完成した
ようです。他の文献などにも５月以降には、工
事の記載がなくなっていることから、早くて
２ヶ月、遅くとも４ヶ月で完成しています。こ
の大規模な土塁と堀が一日に150ｍずつ完成し
ていったことになります。この工事に携わった

❷ 中京区西ノ京円町

❶ 中京区西ノ京中保町

❸ 下京区中堂寺南町

❼ 南区西九条鳥居口町

❽ 南区西九条春日町

❹ 下京区朱雀堂ノ口町

❺ 下京区朱雀堂ノ口町

❻ 下京区朱雀正会町

資料提供：財団法人京都市埋蔵文化財研究所

御土居跡の発掘調査地分布図
当時の御土居跡ライン（推定）

発掘調査によりわかった御土居
　御土居の東・南側と平安京の東・南側

はほぼ一致し、幅は平安京の３分の２よ

り少し大きく、北側は平安京よりもかな

り北側まであります。このため、平安京

跡の範囲とかなり重複しており、平安京

を目的とした発掘調査に伴って、御土居

の遺構がみつかることがあります。発掘

調査では11ヶ所で確認されています。

その場所は大半が御土居の西部で、九条

油小路北の西側、千本七条の北側、京都

市中央卸売市場内、円町西側、京都市立

北野中学校内などです。ただし、土塁は

削られ、基底部のみが確認される程度で

す。一方、堀は埋め戻されているため、

発掘調査によって、造営当時の形状やそ

の埋まった過程も知ることができます。

堀の底には方形の窪みがいくつもみられ

ます。これらは、一作業の単位と考えら

れます。作業毎に掘る単位を決め、それ

を競わせながら掘って行ったのではと思

われます。作業効率を上げるためのもの

かもしれません。

　発掘調査で発見された御土居の土塁は、

基底部の幅約20ｍ、高さは残存高で約

２ｍありました。堀は幅12.5～20ｍと場

所により違いがみられ、深さも1.5～2.5

ｍとばらつきがあります。土塁の構築に

ついては、堀を掘った土を盛っていくも

のと思われていますが、それだけでは土

が足りず、洛中側から運んできた土を盛

り上げている状況を土塁の断面で確認し

ています。土塁は両側から盛られたこと

が知れたのです。

　堀については、その立地する地形や場

所により、施工法が替えられていた可能

性があります。短期間で造ることを優先

するために、地形などを巧みに利用した

ことが推測されます。また、堀からは

様々な遺物がみつかります。その内容は、

土師器・陶磁器類・瓦類・金属製品・石

製品等当時の人々が使用した物品です。

その中で注目されるものは、木製品でし

た。堀の中には泥と砂礫の厚い堆積層が

あり、木製品は湿った泥にパックされ、

空気に触れずにいたため、埋没当時の状

況を良好に保っていました。みつかった

木製品には、工具・紡績具・服飾具・容

器・食器具・文房具・計量具・楽器・遊

具・部材など多種多様のものがありまし

た。中には年号を記したものや、ポルト

ガル語で書かれたキリシタン関係の荷札、

西国三十三ヶ所の巡礼札、掟札などがあ

ります。江戸時代前半期の生活文化を知

る上で貴重な資料といえます。堀からみ

つかる遺物から、堀は掘られてからほぼ

埋まるまでに100年ほどの時間が経過し

たようです。その間に、都市住民の生活

廃材の捨場となっていたようです。

人は「その数しれず」と吉田兼見の日記には記
されています。この時期、京都では方広寺造営、
寺院街建設（寺町や寺ノ内）あるいは御所の修
築などの工事が並行的に行われており、京の町
は人であふれかえっていたことでしょう。
御土居は豊臣秀吉が作った頃には「土居堀」と
呼ばれていましたが、江戸時代になると土塁、
特に竹林のほうに注目が集まるようになり「御
土居」と呼ばれるようになりました。御土居の
内側を洛中、外側を洛外と呼び、「京の七口」
に代表される出入口は、当初10ヶ所しかあり
ませんでしたが、江戸時代の初めには40ヶ所
まで増えていきます。
江戸時代に入ると、鴨川に新たな堤防ができ、
東側の市街化が進み、土塁は取り壊されて行き
ますが、北・西・南側の土塁や堀は維持されま
した。近代になると京都ステーションの建設や
郊外への宅地化が進み、第二次大戦後は土塁の
大部分が消失してしまい、北西部を中心にわず
かに残るだけとなりました。現在では9ヶ所が
国の史跡に指定されています。




