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ＪＲ京都駅より／

市営地下鉄烏丸線京都

駅→丸太町駅下車、

徒歩すぐ

阪急四条烏丸駅より／

市営地下鉄烏丸線烏丸

駅→丸太町駅下車、

徒歩すぐ

京阪丸太町駅より／　

徒歩約１０分

交通アクセス

※ 当サイトの内容・画像等の無断コピー・転載をお断りします。
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京の大べそ？！ 京都御苑探検

京都御苑＆御所　豆知識

明治１９年（１８８６）、明治天皇の勅命により高雄山神護寺の境内から、現在地へ

と移りました。御祭神は和気清麻呂公と、その姉君・和気広虫姫です。狛犬のかわ

りに、狛イノシシが護王神社のシンボルとして親しまれ、「願かけ猪」と「座立亥

串」というこの神社ならではの信仰があります。また、境内には、全国から奉納さ

れた「いのししコレクション」も展示されています。

　 ６時～２１時 開門／９時～１７時

　  社務所 ０７５（４４１）５４５８

時

問

護王神社
ごおうじんじゃ

わけのきよまろこう わけのひろむしひめ

ぐし

くらたてい

こまいぬ

こま

かんむ

まつ

むなかたじんじゃ

てんのう

平安京創立の翌年、延歴１４年（７９５）に、後の太政大臣・藤原冬嗣公が桓武

天皇の命により、皇居鎮護の神として祀られたのが始まり。御所の南西にあた

り、鬼門を守る位置に鎮座しています。

　 ０７５（２３１）６０８０問

宗像神社
ふじわらのふゆつぐこう

くじょうていあと

せんとうごしょ

きょうとぎょえん

きょうとごしょ

ししんでん せいりょうでん

とうきょうせんと

京都御苑

京都御苑は、京都御所・大宮御所・仙洞御所を囲む東西約７００ｍ、南北約１，３００ｍの公園です。江戸時代には、御所の周辺に

約２００の宮家や公家などの屋敷があった場所でした。明治２年（１８６９）の東京遷都により、明治天皇とともに多くの公家達も東京

に移住したため、急速に荒廃していきました。明治１０年（１８７７）に京都に還幸された明治天皇が、荒廃した様子を深く哀しまれ、

京都府が整備することになりました。昭和２４年（１９４９）、新宿御苑・皇居外苑とともに厚生省(当時)の管理のもと、国民公園とし

て開放され、現在は環境省の管理により、豊かな自然環境が守られ、人々の憩いの場として広く利用されています。

京都御所

度重なる不幸な出来事により、桓武天皇が都を京都に遷されてから明治初期まで約１千年の間、天皇のお住まいがあった場所です。御

所の位置も京都の中で移り変わっていきました。現在のものは安政２年（１８５５）に造営されたもの。古来の内裏の形態を保存してい

る由緒あるもので、紫宸殿・清涼殿など平安時代以降の建築様式の移りかわりを見ることができます。また、推理小説作家・松本清張

氏と樋口清之博士による共著「第１集・京都の旅 －今日の風土記－」(光文社刊・カッパノベルズ）の中で、次のように述べられています。

　　　御所は、京都の臍みたいなものである。役目を果たし終えて、いまではあまり必要もないが、

      これがないとまとまりの中心がないみたいだ････（抜粋）

※御所は春・秋の一般公開以外は事前の参観申込みが必要となります。

＜京都御所参観のお問い合わせ＞

　　宮内庁京都事務所参観係　０７５（２１１）１２１５問

かんむてんのう

へそ

うつ

休

九条邸跡・捨翠亭

しゅうすいてい

ごせっけ

五摂家のひとつであった九条家の屋敷跡があった場所。

捨翠亭は、江戸時代に建てられたもの。当時は、主に茶会のための離れとして使用されていました。

ちなみに九条池は勾玉の形をしているとか。池の畔には、厳島神社もあります。

＜捨翠亭の参観日＞

　 ９時３０分～１５時３０分

　 金・土曜日、葵祭・時代祭・御所一般公開日

　 １２月２９日～２月末日 

時

参

まがたま

問

料　 一人１００円

　 ０７５（２１１）６３６４

いつくしまじんじゃ

しゅうすいてい

※ 当サイトの内容・画像等の無断コピー・転載をお断りします。



京の大べそ？！ 京都御苑探検

展示ホールでは京都御苑・御所のジオラマや、苑内に生息してい

る動植物、行事などのパネル写真の展示、御苑の歴史や自然が学

べるビデオライブラリーがあります｡

また、隣接している休憩所の売店では、御苑の絵ハガキや本など

を販売しているので、記念のお土産にいかが？食堂もあるので休

憩ができます。

　 ９時～１６時３０分（食堂オーダーは１６時まで）

　  年末年始

時

休

中立売休憩所・展示ホール
なかだちうりきゅうけいじょ    てんじ

６

しんざいけごもん

御所を守る９つの門のうちのひとつ。もとは新在家御門と呼ばれ､

常に閉ざされていました。宝永の大火（１７０８年）の時に初めて

この門が開いたとか。焼けて大きく口が開くハマグリに似ている

ことから、後に蛤御門の名が定着したといわれてます。

幕末には、幕府連合軍（会津・薩摩藩）と長州藩との戦い「禁門の

変」で、御苑一帯が戦場に。そして最大の激戦地であったのが、

ここ蛤御門です。この戦いは別名「蛤御門の変」とも呼ばれ、長

州藩がこの戦いに敗れています。

長州兵の撃った弾痕が門に残っているので、よく見てみましょう｡

はまぐりごもん

蛤御門４

御所正面にある正門。堂々としたその姿は、帝王の門、また

は日本第一の門ともいわれています。開門されるのは天皇や

国賓の来場など、特別な行事のみ。

左右の築地塀には、5本の筋・水平の線が入っており、これが

塀として最高の格式を示すものとされています。

ついじべい

けんれいもん

建礼門5
▲門に残る弾痕

あがたい

県井７

洛陽の名水といわれ、平安時代の「大和物語」にも記されて

いるほど。

江戸時代には一条邸の一部となり、昭憲皇太后のうぶ湯に用

いられたそうです｡今は枯井戸ですが、昔は井戸のそばに縣宮

があり、地方官史に任命されたいと願う人々が、この宮に祈

願してから参内したといわれています。また、昔から井戸の

まわりにたくさんの山吹があり、それを詠んだ有名な歌もい

くつか残されています。

『蛙なく 県の井戸に　春暮れて

　　咲くやしぬらん　山吹の花』－後鳥羽院－

　

しょうけんこうたいごう

あがたのみや

ご と ば い ん

※ 当サイトの内容・画像等の無断コピー・転載をお断りします。



京の大べそ？！ 京都御苑探検

きもん ついじべい

ひよしたいしゃ

まつ ついじべい

ごへい

ごへいかつ

そんのうじょういは あねがこうじきんとも

ひえいざんさかもと

京都御所の東北角にある辻。鬼門とされているため、築地塀の角

を欠いて、日吉大社（比叡山坂本にある大社）の神さまのお使い

である猿を祀っています。築地塀の上あたりを見てください。金

網に閉じこめられた猿の彫り物があります。昔、夜な夜な抜け出

しては、御所や市中の人々にいたずらをするために、金網に閉じ

こめられたとか。ちなみに猿が担いでいるのは御幣です。

昔から御幣担ぎといえば、縁起を担ぐこととされています。幕末

には、尊王攘夷派の姉小路公知が、何者かに襲われる事件「猿ヶ

辻の変」がこの辻で起こっています。

さるがつじ

猿ヶ辻8

仁孝天皇の第８皇女・和宮親子内親王(１８４６年～１８７７年)

の生誕地。母は典侍・橋本経子。この地は、橋本家の屋敷跡

です。皇女は公武合体、朝廷と徳川幕府との橋わたしのため､

第１４代将軍・徳川家茂に嫁ぎました。家茂亡き後も、徳川

家存続のため、大政奉還のために尽力されました。幕末から

明治維新の時代に波乱の生涯をおくった女性です。

にんこうてんのう かずのみやちかこないしんのう

はしもとつねこ

こうぶがったい

とくがわいえもち

たいせいほうかん

いえもち

こうじょかずのみやせいたん　　 ち　　　はしもとけあと

皇女和宮生誕の地（橋本家跡）9

６

４０歳以下の公家をはじめ、御所勤めの役人たちとその子弟が歴

史や国学などを学んでいたところ。孝明天皇が弘化４年(１８４７

年)に建築。明治天皇が京都以来の由緒を重んじて名付けられた

のが、現在、東京にある学習院です。

こうめいてんのう

学習院跡
がくしゅういんあと

10
けんしゅんもん

建春門11

御所にはいくつか御門がありますが、身分によって通る門が

決められており、建春門は建礼門の次に格式が高い門です。

格が高い門は、４つ脚門に檜皮葺き屋根が特徴。両陛下おそ

ろいの時は建礼門をお使いですが、皇后陛下がお一人の時や

皇太子、皇族方、皇太子クラスの賓客はこの門をお使いです｡

一般参観者出入り口に使われている清所御門は、２つ脚門瓦

葺き屋根。格式のある宮中の世界を一部垣間見るようです。

ひ わ だ ぶ 　 　 や ね

せいしょごもん

もとは三条家の旧邸。明治維新の功労者、公家の三条実萬・実美父子を祀る神社です。

秋には約４００株もの萩が境内一面に咲き誇り、「萩の神社」とも呼ばれています。

また、境内にある染井の水は、京都三名水のうち、現存する唯一の名水としても知られ

ており、御所三名水のひとつでもあります。

さんじょうさねつむ

そめのい

さねとみ まつ

９月第３土・日曜「萩まつり」開催

０７５（２１１）０８８５

催

問

境内自由

無料

時

料

梨木神社
なしのきじんじゃ

12

▲猿の彫り物

※ 当サイトの内容・画像等の無断コピー・転載をお断りします。



京の大べそ？！ 京都御苑探検

６

鴨沂高校の前身は、明治５年（１８７２年）日本で最初の女学校として設立

された「新英学校および女紅場」です。華族、士族の女子が英語ならびに和

洋女紅（裁縫、機織など）を学ぶために開かれ、ついで前記以外の女子も入

学が認められました。開校当時の教師の中には、同志社の創立者・新島襄氏

の夫人、八重さんもいたそうです。また、学校の正門は旧九条家別邸の門が

移築されたものです。

おうきこうこう

にょこうば

にいじまじょう

京都府立鴨沂高校
き ょ う と ふ り つ お う き こ う こ う

15

しょうじょうけいん

そんぱい

皇室や公家とも縁の深い清浄華院は、浄土宗総本山知恩院をはじめ,全国にあ

る浄土宗七大本山の一つであり、法然上人２５霊場・第２３番の寺。創建は平

安時代である貞観２年（８６０年）､清和天皇の勅願により慈覚大師円仁が御所内

に禁裏内道場として建立したのが始まりです。名前の由来も「浄土に咲く蓮の

華のように清らかな修行ができる場所」という願いが込められているとか｡清

和天皇や村上天皇の尊牌をはじめ､墓地には御水尾・弘明天皇などの皇子・皇

女の御陵墓や、猿ヶ辻の変で殉死した姉小路公知などの墓があります。また、

勅使門には菊の御紋があり、皇室との縁を感じさせます｡

しょうじょうけいん

清浄華院13

時 ９時３０分～１６時３０分（受付１６時）

志納

０７５（２３１）２５５０問

料

同志社大学の創立者・新島襄の私宅。日本では最も初期の和洋折衷の建築物として知られており、調度・家具類とともに京都

市指定有形文化財に指定されています。応接間にある八重夫人愛用のオルガンは、大正時代のもの。春と秋にはオルガンから

奏でられる賛美歌などのミニコンサートも催されるとか。また､便所は日本で最初の洋式木製トイレとか。文明開化のレトロ

な時代にタイムスリップしてみては。

新島旧邸
にいじまきゅうてい

17

公開日：３月～７月・９月～１１月の水・土・日曜　※祝日は除く

　　　　５月中旬・１０月中旬　※連続５日間（御所一般公開期間中）

　　　　１１月２９日　※同志社創立記念日

１０時～１６時

無料

同志社社史資料センター

０７５（２５１）３０４２

時

料

問

平安中期に元三大師（慈恵大師）により船岡山に創建。元亀２年(１５７１年)､

織田信長の焼き討ちをまぬがれ、現在地へと移建されました。また、日本

でただ一人「世界の五大偉人」としてユネスコ本部に登録されている紫式

部の邸宅跡として知られ、式部はここで育ち、結婚生活を送り、「源氏物

語」などの著書もここで執筆されたといいます。

がんざんだいし じけいだいし

ろ ざ ん じ

廬山寺14

９時～１６時

４００円　※写経５００円

１／３１～２／７、１２／３１～１／１

２月節分「鬼の法楽」開催

０７５（２３１）０３５５

休

催

問

時

料

きょうとしれきししりょうかん

京都市歴史資料館16

一年を通じてさまざまな企画展・テーマ展を開催。京都１２００年の歴史を

物語る古文書や絵図、映像などの資料がわかりやすく展示されています｡

知らなかった京都の歴史にふれることができます。また、京都の歴史につ

いての相談や図書・資料の閲覧もできるので、立ち寄ってみましょう。

９時～１７時（受付は１６時３０分まで）

※資料室閲覧室は火～金曜日の９時～正午、１３時～１６時３０分

月曜日、祝日、年末年始

無料

０７５（２４１）４３１２

料

問

時

休

にいじまじょう

▲ 正門：旧九条家別邸の門

▲勅使門

※ 当サイトの内容・画像等の無断コピー・転載をお断りします。



京の大べそ？！ 京都御苑探検

江戸時代初期の地図

※ 当サイトの内容・画像等の無断コピー・転載をお断りします。

江戸時代と幕末の頃の京都御所周辺古地図。

昔の地図と現在の風景を見くらべながら、歩いてみましょう！

延宝５年(１６７７年)「内裏之図」･大塚コレクション／京都市歴史資料館蔵
だいりのず



京の大べそ？！ 京都御苑探検

幕末頃の地図
元治元年(１８６４年)「内裏再覧之図」･大塚コレクション／京都市歴史資料館蔵

※ 当サイトの内容・画像等の無断コピー・転載をお断りします。

江戸時代と幕末の頃の京都御所周辺古地図。

昔の地図と現在の風景を見くらべながら、歩いてみましょう！

だいりさいらんのず


