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憲　

章

自
然
を
と
う
と
び
、
自
然
を
愛
し
、
自
然
に
親
し
も
う
。

自
然
に
学
び
、
自
然
の
調
和
を
そ
こ
な
わ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。

美
し
い
自
然
、
大
切
な
自
然
を
永
く
子
孫
に
伝
え
よ
う
。

戦
後
の
京
都
御
苑
周
辺

小
沢　

皇
室
苑
地
だ
っ
た

京
都
御
苑
が
戦
後
国
民
公

園
と
し
て
再
出
発
し
た
頃
、

隣
の
同
志
社
大
学
で
学
ば

れ
た
と
伺
い
ま
し
た
が
。

大
倉　

昭
和
二
十
〜
二
十 

七
年
ま
で
通
い
ま
し
た
。

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
に

い
て
、
同
志
社
に
は
体
育

館
が
な
か
っ
た
の
で
、
市

内
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
体

育
館
を
借
り
て
練
習
し
ま

し
た
。
ラ
ン
ニ
ン
グ
も
そ

の
周
辺
で
し
ま
し
た
の
で

御
苑
内
は
走
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
当
時
は
食
糧
配
給

の
時
代
で
、
近
所
に
飲
食

店
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
バ

ス
ケ
ッ
ト
部
の
仲
間
と
近

衞
邸
跡
の
芝
地
な
ど
に
よ

く
集
ま
り
ま
し
た
。

小
沢　

大
学
進
学
前
は
旧

制
京
都
第
一
中
学
に
通
わ

れ
た
と
伺
い
ま
し
た
。

大
倉　

京
都
一
中
は
洛
北

高
校
の
前
身
で
、
伏
見
か

ら
通
い
ま
し
た
が
、
当
時

は
京
阪
五
条
で
降
り
河
原

町
か
ら
バ
ス
に
乗
り
ま
し

た
。
河
原
町
通
も
今
出
川

よ
り
北
に
広
い
道
は
な
く

バ
ス
は
下
鴨
中
通
を
通
り

ま
し
た
。
高
野
橋
も
架
か

っ
て
い
ま
せ
ん
。
府
立
医

大
病
院
は
今
よ
り
小
さ
く
、

学
校
帰
り
に
時
々
利
用

し
ま
し
た
。
清
和
院
御
門

の
北
東
に
立
命
館
が
あ
り

ま
し
た
。
京
都
御
苑
の
近

く
ま
で
来
て
い
ま
し
た
が
、

通
学
に
時
間
が
か
か
っ
た

こ
と
や
戦
争
中
で
遊
ぶ
と

い
う
感
覚
も
な
く
御
苑
に

来
る
機
会
は
あ
ま
り
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

御
苑
と
国
民
公
園
協
会

小
沢　

京
都
御
苑
に
来
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
。

大
倉　

国
民
公
園
協
会
の

役
員
に
な
っ
て
か
ら
で

す
。
私
の
地
元
は
伏
見
市

で
す
が
、
戦
後
、
最
後
の

伏
見
市
長
が
京
都
商
工
会

議
所
の
会
頭
を
務
め
る
こ

と
に
な
り
、
昭
和
三
十
年

頃
同
氏
の
推
挙
で
私
の
父

が
商
工
会
議
所
や
葵
祭
奉

賛
会
の
役
を
受
け
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
う

ち
家
業
の
縁
も
あ
り
国
民

公
園
協
会
の
役
員
に
な
り

ま
し
た
。
京
都
三
大
祭
の

う
ち
祇
園
祭
は
山
鉾
連
合

会
、
時
代
祭
は
平
安
講
社

が
あ
り
町
衆
が
支
え
て
き

た
の
で
戦
後
の
復
活
が
早

か
っ
た
の
で
す
が
、
葵
祭

は
、
戦
前
、
宮
内
省
が
執

り
行
う
祭
で
、
観
光
対
策

と
し
て
京
都
市
の
肝
入
が

あ
っ
て
一
〜
二
年
遅
れ
て

復
活
し
ま
し
た
。

京
都
御
苑
の
今
後

小
沢　

三
大
祭
に
関
わ
り

京
都
を
支
え
て
こ
ら
れ
た

立
場
か
ら
、
今
後
の
京
都

御
苑
に
つ
い
て
伺
え
れ
ば
。

大
倉　

京
都
は
東
京
に
比

べ
て
緑
の
公
園
は
少
な
い

で
す
ね
。
寺
社
以
外
で
は
、

京
都
御
苑
は
緑
が
多
く

間
違
い
な
く
市
民
の
憩
い

の
場
で
す
。
近
隣
も
旧
家

に
加
え
新
し
い
住
宅
も
増

え
人
口
が
増
加
し
て
い
ま

す
。
私
の
岡
崎
の
家
の
あ

た
り
を
琵
琶
湖
疏
水
か
ら

引
い
た
水
が
流
れ
て
い
ま

す
。
周
辺
を
流
れ
て
ま
た

疏
水
に
戻
り
ま
す
。
疏
水

の
蹴
上
あ
た
り
か
ら
東
本

願
寺
、
御
所
水
道
、
平
安

神
宮
と
動
物
園
、
無
鄰
菴

方
面
と
四
つ
引
か
れ
て
い

る
も
の
の
一
つ
で
す
。
疏

水
か
ら
御
所
へ
の
専
用
水

路
だ
っ
た
「
御
所
水
道
」

は
明
治
以
来
使
わ
れ
続
け
、

平
成
四
年
に
止
め
ら
れ
ま

し
た
が
、
こ
れ
を
復
活
す

る
の
も
ひ
と
つ
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
今
は
御

所
や
迎
賓
館
、
京
都
御
苑

で
地
下
水
を
使
っ
て
池
庭

の
水
を
潤
し
て
い
ま
す
が
、

そ
の
か
わ
り
だ
け
で
な
く

防
災
対
策
と
い
う
意
味
で

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
京

都
は
百
五
十
万
人
が
暮
ら

し
、
観
光
都
市
で
も
あ
り

ま
す
か
ら
。
ま
た
そ
の
水

を
、
市
内
を
経
由
し
て
鴨

川
や
堀
川
に
戻
し
て
役
立

て
る
の
も
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

小
沢　

京
都
御
苑
は
震
災

時
に
は
市
民
十
七
万
人
の

避
難
場
所
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
し
、
京
都
の
文
化

財
を
守
る
と
い
う
国
家

的
な
防
災
の
点
で
御
苑
や

「
御
所
水
道
」
復
活
を
考

え
る
の
も
大
切
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

大
倉　

京
都
御
苑
は
保
存

や
維
持
活
動
も
き
ち
ん
と

さ
れ
て
、
い
つ
で
も
自
由

に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新
聞
で
御
苑
の
桜
が
取
り

上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
市
民

の
憩
い
の
場
と
し
て
大
層

親
し
ま
れ
て
い
る
よ
う
で

す
ね
。

小
沢　

昨
年
末
、
苑
内
に

あ
る
明
治
天
皇
の
産
屋
を

戦
後
初
め
て
と
思
い
ま
す

が
一
日
限
定
で
公
開
し
ま

し
た
。
光
害
対
策
な
ど
の

環
境
保
全
事
業
、
苑
内
で

の
歴
史
情
報
の
提
供
や
ラ

イ
ト
ダ
ウ
ン
イ
ベ
ン
ト

な
ど
、
京
都
御
苑
の
魅
力

を
も
っ
と
市
民
に
知
っ
て

い
た
だ
き
た
く
い
ろ
い
ろ

な
取
組
み
を
進
め
て
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
多
く
の

方
に
京
都
御
苑
に
来
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す

し
、
今
後
は
車
椅
子
利
用

者
や
高
齢
の
方
等
の
こ
と

も
考
え
た
管
理
も
し
て
い

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

大
倉　

協
会
と
し
て
も
、

京
都
御
苑
の
保
存
と
利
用

に
つ
い
て
、
今
後
と
も
大

い
に
協
力
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

小
沢　

本
日
は
ど
う
も
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

梅
が
咲
き
桃
の
開
花

後
、
間
も
な
く
桜
の
季
節

が
や
っ
て
き
ま
す
。
広
報

担
当
の
私
た
ち
は
、
京
都

御
苑
の
見
ど
こ
ろ
案
内
や
、

自
然
と
歴
史
に
つ
い
て
の

解
説
、
日
々
変
化
す
る
自

然
情
報
の
収
集
な
ど
の
業

務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
今
回
、
桜
の
場
所
を

示
し
た
「
京
都
御
苑
桜

マ
ッ
プ
」
を
作
成
し
ま
し

た
。
こ
こ
で
九
つ
の
桜
に

つ
い
て
、
簡
単
に
ご
紹
介

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

①
近
衛
の
糸
桜
。「
糸

桜
」
と
は
、
枝
垂
れ
桜
の

別
名
で
、
五
摂
家
の
ひ
と

つ
「
近
衛
邸
跡
」
に
位

置
し
ま
す
。
紅
の
枝
垂
れ
、

八
重
紅
枝
垂
れ
な
ど
、
紅

と
淡
紅
色
の
色
合
い
が
美

し
い
、
一
番
の
人
気
ス

ポ
ッ
ト
で
す
。
②
車

く
る
ま
が
え
し
還
桜

は
、
里
桜
の
一
種
で
そ
の

昔
後
水
尾
天
皇
が
あ
ま
り

の
美
し
さ
に
御
車
を
還
さ

れ
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。

③
出
水
の
枝し

だ垂
れ
桜
は
、

三
月
下
旬
か
ら
咲
き
始
め

そ
の
堂
々
と
し
た
存
在
感

は
多
く
の
人
々
を
魅
了
し

ま
す
。
そ
の
向
か
い
に
は

遅
咲
き
の
④
出
水
の
里

桜
。
八
重
咲
き
の
も
の
が

多
く
、
散
っ
た
花
弁
が
小

川
に
浮
か
ん
で
流
れ
る
様

子
も
春
を
感
じ
る
瞬
間
で

す
。「
一い

ち
よ
う葉
」「
普ふ

賢げ
ん

象ぞ
う

」

「
市い

ち
は
ら
と
ら

原
虎
の
尾お

」「
関か

ん

山ざ
ん

」

「
妹い

も

背せ

」
な
ど
の
品
種
が

あ
り
、
山
桜
の
後
、
四
月

中
旬
に
見
ご
ろ
を
迎
え
ま

す
。
出
水
の
里
桜
の
中
で

ひ
と
際
注
目
を
集
め
る
桜

が
あ
り
ま
す
。
黄
緑
色
の

花
弁
が
珍
し
い
⑤
御ぎ

ょ

衣い

黄こ
う

で
す
。
京
都
御
苑
に
一
本

だ
け
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

問
い
合
わ
せ
が
多
い
人
気

者
で
す
。
⑥
桜
松
は
、
ご

存
知
の
方
も
多
い
、
そ
の

名
の
通
り
松
か
ら
生
え
た

桜
。
桜
の
生
命
力
に
驚
く

ば
か
り
で
す
。
⑦
上う

わ

溝み
ず

桜

は
、
桜
の
仲
間
で
す
が
小

さ
な
桜
に
似
た
白
い
花
が

し
っ
ぽ
の
よ
う
に
集
ま
っ

て
咲
き
ま
す
。
御
所
の
宜

秋
門
近
く
で
桜
の
季
節
を

締
め
く
く
る
四
月
の
終
わ

り
に
見
ご
ろ
を
迎
え
ま
す
。

⑧
桜
町
の
山
桜
は
、「
歴

史
ふ
れ
あ
い
の
道
」
散
策

ル
ー
ト
に
も
な
っ
て
い
ま

す
。
最
後
に
、
閑
院
宮
邸

跡
近
く
の
⑨
大
島
桜
は
里

桜
の
品
種
改
良
の
元
と
な

る
種
類
で
、
実み

は
大
き
く

鳥
に
も
人
気
が
あ
り
ま
す
。

以
上
が
京
都
御
苑
の

代
表
的
な
桜
で
、
満
開
に

な
る
時
期
も
少
し
ず
つ
違

い
ま
す
。
こ
の
桜
マ
ッ
プ

を
参
考
に
、
お
花
見
に

訪
れ
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で

も
、
京
都
御
苑
は
広
い
の

で
今
一
番
見
ご
ろ
の
桜

は
？
と
い
う
時
に
は
是

非
、
御
苑
南
西
部
に
あ
る

「
閑か

ん
い
ん
の
み
や
て
い
あ
と

院
宮
邸
跡
」
へ
お
越

し
下
さ
い
。
そ
し
て
遠
慮

な
く
展
示
室
に
い
る
職
員

に
お
尋
ね
下
さ
い
。

皆
様
に
春
の
「
桜
」
の

素
敵
な
出
会
い
が
あ
る
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

㈶
国
民
公
園
協
会

　
　
　
　

京
都
御
苑

　
　

杉
林　

江
里
香

⑥
桜
松

⑦
上
溝
桜

⑧
桜
町
の
山
桜

⑨
大
島
桜

①
近
衛
の
糸
桜

②
車
還
桜

③
出
水
の

　
　

枝
垂
れ
桜

④
出
水
の里

桜
⑤
御
衣
黄

ぎ
ょ  

い  

こ
う

う
わ 

み
ず

く
る
ま
が
え
し

京都御苑ニュースが101号を
迎えるにあたって、大倉敬一
国民公園協会京都御苑会長に
小沢晴司京都御苑管理事務所
長が、京都御苑への様々な想
いについてお話を伺いました。

京都御苑への想い

京
都
御
苑 

桜
九
つ

春の近衛池付近ー花の競演ー

左）大倉敬一会長　　右）小沢晴司所長

出水の里桜
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会　員　募　集

催　事　案　内
■平成21年京都御苑自然教室
　一般市民を対象とした自然教室を本年度は、下記の通
り予定しています。都市の中では貴重な緑をもつ御苑で
春の自然を観察しましょう。
 春の自然教室 “春の御苑にふれよう”
 4月12日（日）9：30～12：00
主　　催　環境省京都御苑管理事務所
　　　　　　国民公園協会　京都御苑
指　　導　京都自然観察学習会の先生方に指導して頂きます。
内　　容　春の御苑にはどんな草花やキノコがあり、ど
　　　　　んな虫や鳥たちが生活しているか観察します。
集合場所　京都御苑　閑院宮邸跡前
　　　　　（上京区京都御苑南西角
　　　　　　　　　　　　間之町口）
受付方法　当日、集合場所に9：00から
　　　　　 9：30までにお集まり下さい。
参 加 費　無料
そ の 他　筆記用具をご持参下さい。
　　　　　手持ちのルーペ、双眼鏡、
　　　　　図鑑などの観察用具があ
　　　　　ればご持参下さい。
問い合わせ　京都御苑管理事務所  ＴＥＬ075（211）6348
　　　　　　国民公園協会京都御苑  ＴＥＬ075（211）6364
＊以降自然教室予定
　　　　　夏の自然教室 “夏の御苑にふれよう”
　　　　　平成21年7月20日（祝・海の日）9：30～12：00
　　　　　集合場所　富小路休憩所前

財団法人国民公園協会　京都御苑
年会費
　●普通会員　　　　　　　　　　　1，000円以上
　●賛助会員（会社・団体）　　　　10，000円以上

1．葵祭、時代祭の招待券を進呈します。
　（ただし、普通会員は会費4，000円以上の方に限ります。）
2．本会発行物をそのつど送付します。
■申し込み、問い合わせ先
　　　　国民公園協会　京都御苑
　　　　　　　　　　　住所　京都市上京区京都御苑内
　　　　　　　　　　　　〒602-0881  ＴＥＬ075（211）6364

会 員 へ の 特 典

和　　　名 開　花　期

2月中旬～3月中旬
3月中旬～4月中旬

3月下旬～4月中旬
4月初旬～4月中旬
4月中旬～4月下旬

主に見られる場所

梅　　　　　林
桃　　　　　林

近衛邸跡周辺
苑　内　全　域
出水の小川付近

ウ メ
モ モ
〈サクラ〉
イトザクラ
ヤマザクラ
サトザクラ

今出川通

丸太町通

間之町口

京都御所

京 都 御 苑
烏　

丸　

通

寺　

町　

通
（集合場所）

閑院宮邸跡前

平成21年4月23日（木）～4月29日（水・祝）
午前9時～午後3時30分
入口：宜秋門　出口：清所門
清所門の最終退出時間は午後4時30分

照会先：宮内庁京都事務所　TEL：075（211）1211

天皇皇后両陛下御結婚満50年記念
京都御所特別公開

期　間

入門時間

◆京都府総合資料館（下鴨半木町）
◆京都市中央図書館（丸太町七本松西入る北側）
◆閑院宮邸跡展示室（烏丸丸太町東入る北側）

御苑ニュース閲覧できます御苑ニュース閲覧できます御苑ニュース閲覧できます
御苑ニュースが創刊１００号発刊を迎え、バックナンバー閲覧のご希望にも応え
るべく、このたび京都市中央図書館へ過去号をまとめてお届けしました。専門家
や市民など様々な方が執筆しており御苑を知る手掛かりとしてもご利用いただ
ければ幸いです。現在バックナンバーが閲覧できる場所は次のとおりです。

苑
内
の
「
京
都
御
苑

自
然
現
況
調
査
報
告
」
は

平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年

に
第
一
集
が
発
行
さ
れ
て

以
来
、
不
定
期
な
が
ら
追

加
報
告
を
重
ね
、
今
春
に

は
第
六
集
が
発
行
さ
れ
ま

す
。
菌
類
（
き
の
こ
）
の

報
告
は
故
𠮷
見
昭
一
先

生
に
よ
り
、
昭
和
六
十

（
一
九
八
五
）
年
五
月
か

ら
の
調
査
報
告
が
重
ね
ら

れ
、
第
五
集
か
ら
は
小
寺

祐
三
＆
佐
野
修
治
が
継
承

し
て
調
査
を
継
続
し
、
今

回
の
第
六
集
で
四
百
六
種

の
記
載
を
数
え
ま
し
た
。

こ
の
二
十
四
〜
五
年

間
の
月
日
に
社
会
も
私
生

活
も
す
っ
か
り
Ｉ
Ｔ
化
し
、

当
時
で
は
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
携
帯
電
話
の
普
及

が
世
の
中
の
変
化
を
象
徴

し
て
い
ま
す
。

「
き
の
こ
」
の
分
類
方

法
も
同
様
に
急
変
し
、
肉

眼
や
顕
微
鏡
で
の
観
察
に

加
え
、
現
在
で
は
Ｄ
Ｎ

Ａ
鑑
定
に
よ
る
最
新
の
分

類
が
な
さ
れ
る
時
代
が
始

ま
っ
て
い
ま
す
。

一
般
に
「
き
の
こ
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
部
分

は
、
子
実
体
と
呼
ば
れ
る

子
孫
を
残
す
た
め
の
胞
子

を
放
出
す
る
生
殖
器
官
で

す
。
桜
の
木
で
例
え
れ

ば
、
春
に
咲
く
ピ
ン
ク
の

花
一
輪
と
同
じ
で
す
。
桜

の
木
の
枝
や
葉
っ
ぱ
、
幹

や
地
中
の
根
っ
こ
に
当
た

る
部
分
は
、
松
茸
で
言
え

ば
地
中
に
、
椎
茸
で
言
え

ば
材
中
に
、
菌
糸
と
呼
ば

れ
る
本
来
の
姿
で
、
人
知

れ
ず
た
く
ま
し
く
生
活
し

て
い
る
の
で
す
。
地
上
や

材
上
に
姿
を
現
し
て
初
め

て
「
き
の
こ
」
を
認
識
出

来
る
我
々
人
間
に
と
っ
て

は
、「
き
の
こ
」
の
本
当

の
生
活
や
正
体
は
ほ
と
ん

ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

御
苑
で
は
春
一
番
、
椿

の
花
が
咲
く
頃
の
樹
下
に
、

昨
年
落
下
し
た
椿
の
花
の

塊
か
ら
発
生
す
る
、
直
系

十
ミ
リ
前
後
の
小
さ
な
茶

碗
型
の
茶
色
い
き
の
こ
、

ツ
バ
キ
キ
ン
カ
ク
チ
ャ
ワ

ン
タ
ケ
（
椿
菌
核
茶
碗
茸
）

が
毎
年
確
認
出
来
ま
す
。

早
春
の
使
者
の
代
表

は
や
は
り
ア
ミ
ガ
サ
タ
ケ

（
編
笠
茸
）
の
ト
ッ
プ
バ
ッ

タ
ー
、
ト
ガ
リ
ア
ミ
ガ
サ

タ
ケ（
尖
編
笠
茸
）で
し
ょ

う
。
春
だ
け
の
季
節
限
定

の
「
き
の
こ
」
で
す
。

そ
の
ア
ミ
ガ
サ
タ
ケ
の

一
種
、
ツ
ネ
ノ
ア
ミ
ガ
サ

タ
ケ
は
御
苑
で
発
見
さ
れ

た
日
本
新
産
種
（
仮
）
と

し
て
、
𠮷
見
昭
一
先
生
が

第
二
＆
三
集
で
報
告
さ
れ

て
以
来
、
数
度
の
確
認
後
、

苑
内
で
の
発
生
は
途
絶
え

て
い
ま
す
。
ま
た
、
京
都

ら
し
い
命
名
の
全
身
鮮
や

か
な
オ
レ
ン
ジ
色
の
美
し

い
、
ミ
ヤ
コ
ホ
ウ
ラ
イ
タ

ケ（
都
蓬
莱
茸
）も
近
年
姿

を
消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

芝
生
地
に
点
々
と
円
を
描

い
て
発
生
し
て
い
た
白
い

小
さ
な
マ
ッ
シ
ュ
ル
ー
ム

の
仲
間
、
ツ
ク
リ
タ
ケ
も

消
滅
し
て
し
ま
っ
た
「
き

の
こ
」
で
す
。
発
生
跡
地

の
外
側
の
芝
生
は
ツ
ク
リ

タ
ケ
の
菌
糸
に
よ
っ
て
分

解
さ
れ
る
窒
素
化
合
物
に

よ
っ
て
芝
生
の
生
長
が
促

進
さ
れ
、
緑
が
濃
く
な
り

「
き
の
こ
」
が
消
滅
し
た

跡
も
芝
生
の
緑
の
フ
ェ
ア

リ
ー
リ
ン
グ（
菌
輪
）を
描

き
続
け
ま
す
。
他
に
も
姿

を
観
な
く
な
っ
た
「
き
の

こ
」
は
多
種
あ
り
ま
す
が
、

一
度
っ
き
り
の
発
生
記
録

と
し
て
、ウ
ロ
コ
ケ
シ
ボ
ウ

ズ
タ
ケ（
鱗
芥
子
坊
主
茸
）

が
あ
り
ま
す
。
御
苑
で
の

確
認
が
日
本
で
五
番
目
の

発
見
で
し
た
。
貴
重
な
一

本
の
写
真
撮
影
後
、
胞
子

の
飛
散
を
願
っ
て
数
日
後

再
訪
す
る
と
、そ
の
固
体

は
姿
を
消
し
て
い
ま
し
た
。

せ
め
て
胞
子
を
飛
散
さ
せ

た
後
で
あ
る
な
ら
ば
…
と

願
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ

の
後
未
確
認
の
ま
ま
十
一

年
が
経
過
し
て
い
ま
す
。

「
機
会
は
唯
一
度
だ
け

…
」
日
本
の
フ
ァ
ー
ブ
ル

と
評
さ
れ
た
、
昆
虫
学
者
、

故
岩
田
久
二
雄
先
生
の
お

言
葉
が
身
に
沁
み
ま
す
。

苑
内
の
き
の
こ
観
察
は

一
般
市
民
の
皆
様
を
対
象

に
「
京
都
御
苑
き
の
こ
会
」

と
し
て
無
料
で
毎
月
例
会

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
規

則
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

唯
一
の
ル
ー
ル
は
「
と
っ

て
良
い
の
は
写
真
だ
け
、

残
し
て
良
い
の
は
足
跡
だ

け
」。
国
民
公
園
で
あ
る

京
都
御
苑
は
全
て
の
生
物

が
採
集
禁
止
で
す
。

（
京
都
自
然
観
察
学
習
会
）

一
月
二
十
日
か
ら
写

真
展
「
写
真
で
見
る
京
都

御
苑
〜
出
会
い
と
発
見

〜
」
を
閑
院
宮
邸
跡
レ
ク

チ
ャ
ー
ホ
ー
ル
で
開
催
し

て
い
ま
す
。
期
間
は
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
七
十
一

日
間
で
す
。

明
治
十
一
（
一
八
七
八
）

年
十
二
月
十
二
日
に
京
都

府
は
宮
内
省
の
承
認
を
得

て
、
皇
宮
付
属
地
を
「
御

苑
」
と
称
す
る
こ
と
を
布

告
し
ま
し
た
。
ま
た
、
明

治
十
年
か
ら
始
ま
っ
た

「
大
内
保
存
事
業
」
は
明

治
十
六
年
に
完
了
し
ま
す
。

こ
の
事
業
の
中
で
九
門
は

移
設
さ
れ
、
石
組
土
塁

が
形
成
さ
れ
ま
す
。
京
都

御
苑
の
誕
生
で
す
。
南
北

千
三
百
ｍ
、
東
西
七
百
ｍ

の
こ
の
空
間
に
、
世
代
交

代
を
繰
り
返
し
な
が
ら
生

き
物
や
草
花
が
生
き
続
け

て
い
ま
す
。

本
写
真
展
は
こ
の
空

間
で
働
い
て
い
る
職
員
が

日
常
の
作
業
の
中
で
遭
遇

し
た
動
植
物
・
野
鳥
さ
ら

に
は
御
苑
風
景
の
写
真
を

含
め
、
約
百
点
展
示
し
て

い
ま
す
。
一
匹
の
タ
マ
ム

シ
に
、
一
羽
の
カ
ワ
セ
ミ
、

拾
翠
亭
に
舞
い
ふ
る
粉

雪
に
、
乾
御
門
近
く
の
イ

チ
ョ
ウ
の
落
葉
。
鑑
賞
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
き
っ

と
写
真
の
中
か
ら
子
供

た
ち
の
歓
声
が
聞
こ
え
て

き
ま
す
。
一
枚
一
枚
の
写

真
に
一
つ
一
つ
の
思
い
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
思
い
に

時
空
を
越
え
た
歴
史
が
重

な
っ
て
き
ま
す
。
京
都
御

苑
の
歴
史
と
自
然
を
感
じ

て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
展

示
設
営
及
び
解
説
文
も
趣

向
を
こ
ら
し
ま
し
た
。
閑

院
宮
邸
跡
展
示
室
鑑
賞
と

あ
わ
せ
て
ご
来
邸
下
さ
い
。

写
真
展
「
京
都
御
苑
〜

出
会
い
と
発
見
〜
」
を
ご

覧
に
な
ら
れ
て
、
京
都
御

苑
散
策
時
の
新
た
な
発
見

に
繋
が
れ
ば
望
外
の
幸
せ

で
す
。

㈶
国
民
公
園
協
会
京
都
御
苑

鳥
居　

万
恭

（
月
曜
日
は
休
館
で
す
。

開
場
時
間
は
午
前
九
時
か

ら
午
後
四
時
ま
で
。

な
お
、
三
月
五
日
、
三
月

十
九
日
、
午
後
二
時
よ
り

一
時
間
ほ
ど
の
「
苑
内
見

ど
こ
ろ
案
内
」
を
行
い
ま

す
。）

京
都
御
苑
の
菌
類
調
査
　
　

  
茸
一
期
一
会
　
佐
野
　
修
治

 

写
真
展

 「
写
真
で
見
る
京
都
御
苑
」

  

〜
出
会
い
と
発
見
〜

ツネノアミガサタケ
傘の網目の稜線は白くなる

ウロコケシボウズタケ

ミヤコホウライタケ
椎林に鮮やかなオレンジ色が美しい

ツクリタケ・発生地跡の濃い緑の芝生の菌輪


