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『まるたけえびすに おしおいけ 

（丸竹夷二 押御池） 

あねさんろっかく たこにしき 

（姉三六角 蛸錦） 

しあやぶったか まつまんごじょう 

（四綾仏高 松万五条） 

せったちゃらちゃら うおのたな 

（雪駄ちゃらちゃら 魚の棚） 

ろくじょうさんてつ とおりすぎ 

（六条三哲 通りすぎ） 

ひっちょうこえれば はっくじょう 

（七条越えれば 八九条） 

じゅうじょうとうじで とどめさす 

（十条東寺で とどめさす）』 

上記の歌は、「京都の通りの数え唄」の一つ『丸竹夷（まるたけえびす）』である。手

毬で遊ぶ際によく歌われたことから『京の手まり歌』とも題される。京都市内の街路は

南北と東西に直交しており、「碁盤の目」のような独特な形状をしている。この歌には、

それらの街路のうち、東西方向に走る約 30本の通り名が組み込まれている。【まる：丸

太町通り、たけ：竹屋町通り、えびす：夷川通り、に：二条通り、おし：押小路通り、

おいけ：御池通り…】同様に、南北方向に走る通りにも数え唄があり、そちらは「寺町

御幸（てらごこ）」と呼ばれている。街路を題材にした数え唄が作り出されるほどに特

徴的な京都の「通り」。今回は、京都の通り、特に「三条通り」に焦点を当てたい。 

平安京が建設された条坊制（碁盤の目状に組み合わせた左右対称で方形の都市区画制

度）時代の三条大路［現：三条通り］は、東は寺町通りから、西は葛野大路通り近辺ま

での約 4.5kmだったと考えられる。その後、時代の変遷とともに三条通り延長され、今

日では東は山科区四宮交差点から、西は渡月橋北詰までの約 15km に及んでいる。次章

からは、この区間に位置する 5つの施設を「まちづくり」という視点を交えながら紹介

していく。 



①安心・安全な水道水の供給「蹴上浄水場」 

三条通りの東端から北西方向へ約３km 進むと、

「蹴上浄水場」が見えてくる。蹴上浄水場（第１高

区配水池）は、明治 45年（1912）に建設された日

本で初めて急速ろ過方式が採用された浄水場であ

る。平成 19年には、南禅寺水路閣・蹴上インクラ

イン・蹴上発電所などと共に、経済産業省より「京

都における産業の近代化の歩みを物語る琵琶湖疏

水などの近代化遺産群」の構成遺産の一つとして

認定されている。 

蹴上浄水場は、「京都市三大事業」と呼ばれる都

市改造事業の一環として建設された。三大事業とは、多くの水や電力を得ることを目的

とした「第二琵琶湖疏水の建設」・衛生状態の改善を目指す「上水道整備」・市内の輸送

力の大幅な増加を図る「道路拡築及び電気鉄道の敷設」の 3つの事業を指す。要するに、

水道事業・電力事業・交通事業の 3事業である。蹴上浄水場の建設は、このうちの水道

事業であり、明治 45 年４月の水道給水開始から今日まで、私たちの豊かな生活を支え

続けている。 

 

②幕府直轄の公儀橋「三条大橋」 

蹴上浄水場から西へ約 2km。目に映るのは、擬宝

珠・木製高欄・石柱の橋脚が特徴的な「三条大橋」

である。三条大橋は、京都の都市改造計画の一環と

して、天正 18 年(1590)に豊臣秀吉の命によって架

橋された。江戸時代になると、徳川幕府によって東

海道五十三次の終点として位置づけられ、幕府直轄

の公儀橋として維持管理が行われた。その後、三条

大橋は洪水の被害を受ける度に架け替えられ、昭和

25年（1950）に鋼単純 H型橋として改装され、現在

に至る。 

ここで注目したいのは、江戸時代における三条大橋の維持管理の仕組みである。三条

大橋の日常的な管理（橋脚に引っ掛かる塵芥の除去・役所への橋の朽損報告・水深計の

観測など）は、「橋掛り町」と呼ばれる三条大橋付近の町々が行っていた。これは幕府

から義務付けられたものではあったが、かつては地域住民が橋の管理を行っていたのだ。

この「行政のみに公共施設の管理を任せるのではなく、地域住民もその管理の一部を担

う」という構図は、持続可能な社会の実現を目指す現代にこそ、重要になってくるので

はないだろうか。 



③景観保全の先駆的事例「中京郵便局」 

三条大橋から西へ約 1km。京都で最も古い商店街

である「三条名店街」のアーケードをくぐり抜け、

京都市登録有形文化財である「1928 ビル（旧毎日

新聞社京都支局）」や、重要文化財に指定されてい

る「京都府京都文化博物館 別館（旧日本銀行京都

支店）」の前を通過する。目の前に現れる赤レンガ

造りの美しい建築物は「中京郵便局」である。幅が

狭い東西道路に鉄筋コンクリート構造の報道機関

や、レンガ造の金融機関などの近代建築が集積し

ているのは、三条通りが明治時代まで京都のメインストリートであった名残である。 

京都市登録有形文化財にも指定されている中京郵便局。実は、昭和 48 年（1973）の

改築計画では取り壊される予定だった。しかし、建築学会や郵政省などからの反対運動

を受け、日本で初めて、外壁を残したまま内部のみを新築する建築手法「ファサード保

存」を用いて改築された。因みに、この建築手法は、現代においても歴史的建造物の保

存方法として多く用いられている。 

 

④京町家を未来へ継承「京町家情報センター」 

中京郵便局から西へ約 500m、視界に入る町家は

「京町家情報センター」である。京町家情報センタ

ーでは、「不動産流通の中で京町家をどのように保

全・再生していくか」という考えのもと、地元の不

動産業者と連携し、京町家の所有者と京町家の利

用希望者の橋渡しを行っている。（毎週土曜日の相

談会・計画策定・改修・賃貸募集など） 

京都市が行った調査によると、京都市における

京町家の数は、平成 20・21年度時点では 47,735軒

であったが、平成 28 年度には 40,146軒に減少している。つまり、7 年間で 5,602軒の

京町家が消滅したことになる。京町家は、京都の町衆が育んだ知恵と技術の結晶であり、

京都の魅力的な町並みを構成する重要な要素である。単純計算で年間 800軒の京町家が

失われている現状を考えると、京町家を保全・再生・活用し、未来へ継承していく取り

組みは、大変意義のあることだと思う。 

 

 

 



⑤活力ある地域コミュニティ「三条会商店街」 

京町家情報センターから西へ約 500mの地点に位

置するのは、西日本最大級の全長 800mのアーケー

ドを有する「三条会商店街」である。三条会商店街

は、大正 3年（1914）に油小路～大宮間の 72店舗

で発足した。現在では、堀川～千本間までを範囲と

し、昔ながらの商店や町家を改装したカフェ・雑貨

屋、美容院など、約 190の店舗が並んでいる。毎年

7月には「七夕夜市」、10月には「ハロウィンパー

ティー」を開催し、賑わいづくりにも力を入れてい

る。 

また、賑わいづくりという点において、立命館大学や京都産業大学などの京都の大学

生が三条会商店街の空き店舗を活用し、お化け屋敷をプロデュース（2014～2016）した

こともある。2016年に開催したお化け屋敷では、5日間で 500人以上の参加があったそ

うだ。シャッター商店街が全国的な問題とされる中、学生が積極的に地域の商店街と関

わり、地域活性化に貢献した素晴らしい事例である。 

 

以上、三条通り沿道の施設を紹介しつつ、①明治期の京都三大事業・豊かな生活を支

えるインフラ施設（→蹴上浄水場）や②豊臣秀吉が推し進めた京都の都市改造計画・行

政機関と地域住民の関係性（→三条大橋）、③京都のメインストリートとして明治期の

発展を支えた三条通り・景観保全のための建築手法（→中京郵便局）、④京都の財産で

ある京町家の継承（→京町家情報センター）、⑤地域コミュニティ・学生による地域活

性化（→三条会商店街）と、「まちづくり」の要素についても触れてきた。 

また、上記 5つの施設以外にも、三条会商店街から西へ約 2kmに位置する⑥「山ノ内

駅（京福電気鉄道嵐山本線）」や、その山ノ内駅から西へ約 4km、三条通り西端に位置す

る⑦「渡月橋」においても「まちづくり」の文脈で見ることができる。【⑥→京都唯一

の路面電車区間、LRT（Light Rail Transit・軽量軌道交通）から考える京都の未来 / 

⑦→「京都・嵐山花灯路」、閑散期の冬における観光振興（2005～2021）】 

このように「まちづくり」という視点でもって辺りを見渡すと、普段何気なく見てい

る世界が、深みのある世界となって目前に立ち現れる。是非、まちを歩く際にはこの視

点を意識してみてほしい。きっと、あなたの知的好奇心をくすぐる興味深い発見がある

ことだろう。 
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