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御
苑
が
通
学
路

京
都
御
苑
は
私
の
青
春

そ
の
も
の
で
す
。
と
い
い

ま
す
の
は
御
苑
の
西
側
に

あ
っ
た
自
宅
か
ら
東
側
に

あ
る
府
立
鴨
沂
高
等
学
校

と
立
命
館
大
学
（
当
時
の

広
小
路
キ
ャ
ン
パ
ス
）
へ

何
年
間
も
御
苑
を
横
断
し

て
通
学
し
て
い
ま
し
た
。

蛤
御
門
か
ら
入
り
、ま
っ

す
ぐ
東
へ
向
か
っ
て
大
宮

御
所
の
北
側
を
通
り
、
清

和
院
御
門
を
出
る
と
い
う

コ
ー
ス
で
し
た
が
、
い
っ

た
い
何
往
復
し
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

こ
の
京
都
な
ら
で
は

の
通
学
路
は
、
蛤
御
門
の

名
前
の
由
来
を
調
べ
た
り
、

幕
末
の
京
都
に
思
い
を
馳

せ
る
な
ど
歴
史
の
勉
強
に

大
い
に
役
立
ち
ま
し
た
。

そ
し
て
さ
ら
に
あ
り
が

た
か
っ
た
の
は
、四
季
折
々

の
風
情
を
見
る
こ
と
が
で

き
た
こ
と
で
す
。
そ
の
こ

と
が
私
の
感
受
性
を
刺
激

し
た
の
か
、
風
景
写
真
を

生
涯
の
仕
事
に
し
よ
う
と

決
意
し
た
の
は
そ
の
頃
で

し
た
。

御
苑
の
四
季
に
学
ぶ

通
学
を
始
め
た
頃
は
玉

砂
利
の
道
を
ひ
た
す
ら
歩

い
て
い
た
の
で
す
が
次
第

に
周
り
の
情
景
に
目
が
行

く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

美
し
い
花
が
目
に
付
く

と
近
づ
い
て
何
の
花
だ
ろ

う
と
し
ば
ら
く
見
入
っ
た

り
、
萌
え
い
ず
る
新
緑
か

ら
や
が
て
は
散
り
果
て
る

落
葉
樹
の
摂
理
に
も
心
を

打
た
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
常
緑
樹
の
松
が

古
葉
、若
葉
の
交
替
は
あ
っ

て
も
、
季
節
の
移
り
の
中

で
そ
の
翠
を
保
ち
、
年
月

を
経
て
も
変
る
こ
と
が
な

い
と
い
う
「
松
樹
千
年
翠
」

と
い
う
言
葉
も
そ
の
と
き

覚
え
ま
し
た
。

こ
う
し
て
御
苑
の
自
然

か
ら
四
季
の
美
し
さ
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
は
幸

運
で
し
た
。

四
季
の
中
で
も
春
は
格

別
で
す
。
新
聞
に
「
梅
だ

よ
り
」
が
載
り
始
め
る
と

御
苑
内
の
梅
林
に
多
く
の

市
民
が
訪
れ
ま
す
。
寒
い

冬
を
耐
え
て
待
ち
に
待
っ

た
開
花
で
す
。
可
憐
な
梅

の
容
姿
と
香
り
を
求
め
て

集
う
市
民
の
顔
も
つ
ぼ
み

の
よ
う
に
ほ
こ
ろ
ん
で
い

ま
す
。

そ
し
て
桜
の
登
場
。
絢

爛
豪
華
さ
で
日
本
人
が
最

も
好
む
花
と
い
っ
て
い
い

で
し
ょ
う
。
掲
載
写
真
の

よ
う
に
い
く
つ
か
の
種
類

の
桜
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
近
衞
邸
跡
の
枝

垂
桜
が
特
に
人
気
が
あ
る

よ
う
で
す
。

ふ
た
た
び
御
苑
に

プ
ロ
の
写
真
家
に
な
っ

て
か
ら
は
二
十
年
以
上
に

わ
た
り
日
本
全
国
や
海
外

へ
出
か
け
て
い
た
た
め
、

御
苑
か
ら
し
ば
ら
く
遠
ざ

か
っ
て
お
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
京
都
で
多
く

の
写
真
教
室
を
指
導
す
る

よ
う
に
な
っ
て
梅
林
や
桜

の
撮
影
実
習
な
ど
で
ふ
た

た
び
訪
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
特
に
最
近
に

な
っ
て
閑
院
宮
邸
跡
や
拾

翠
亭
が
一
般
公
開
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
知
り
、
受
講

生
と
共
に
何
度
か
伺
っ
て

い
ま
す
が
貴
重
な
室
内
が

撮
影
で
き
、
あ
り
が
た
く

思
っ
て
お
り
ま
す
。

通
学
し
て
い
た
頃
に
は

な
か
っ
た
京
都
迎
賓
館
な

ど
、
変
わ
ら
な
い
と
思
っ

て
い
た
御
苑
も
少
し
ず
つ

変
化
し
て
い
ま
す
。

都
心
に
あ
り
な
が
ら
国

民
公
園
と
し
て
大
切
に
保

存
さ
れ
て
い
る
自
然
を

も
っ
と
撮
影
し
て
、
新
た

な
魅
力
を
見
つ
け
る
努
力

を
す
る
所
存
で
す
。

京
都
に
御
苑
が
あ
っ
て

よ
か
っ
た
、
と
つ
く
づ
く

思
っ
て
い
ま
す
。

文
・
写
真
／
北
奥
耕
一
郎

（
写
真
家　

京
都
観
光

お
も
て
な
し
大
使
）

京
都
御
苑
の
南
西
角
に

位
置
す
る
閑
院
宮
邸
跡
は
、

江
戸
時
代
か
ら
続
い
た
閑

院
宮
家
の
屋
敷
跡
で
す
。

こ
こ
に
は
現
在
、
様
々

な
展
示
物
と
解
説
に
よ
り

京
都
御
苑
の
歴
史
と
自
然

に
つ
い
て
知
る
こ
と
の
で

き
る
収
納
展
示
室
と
復
元

整
備
に
よ
り
蘇
っ
た
庭
園

が
無
料
公
開
さ
れ
て
お
り
、

年
間
を
通
じ
多
く
の
方

に
訪
れ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
今
春
、
閑
院
宮
邸

跡
の
西
側
に
遺
さ
れ
非
公

開
と
な
っ
て
い
た
庭
園
を

新
た
に
復
元
し
、
閑
院
宮

邸
跡
の
庭
園
と
し
て
一
体

的
に
観
賞
し
て
い
た
だ
け

る
よ
う
に
な
り
ま
す
の
で
、

概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

庭
園
の
歴
史
と

復
元
整
備
の
経
緯

新
た
に
公
開
さ
れ
る
の

は
、
閑
院
宮
邸
跡
の
西
側

に
広
が
る
約
一
九
〇
〇
㎡

で
す
（
図
）。
こ
こ
は
か

つ
て
閑
院
宮
家
の
邸
宅

の
一
部
で
し
た
が
、
明
治

期
に
宮
内
省
（
現
在
宮
内

庁
）
の
所
管
と
な
り
、
明

治
二
十
五
年
に
宮
内
省
京

都
支
庁
の
所
長
官
舎
が
建

て
ら
れ
ま
し
た
。
官
舎
は

敷
地
が
宮
内
庁
か
ら
環
境

省
に
移
管
さ
れ
る
直
前
の

平
成
十
八
年
三
月
に
取
り

壊
さ
れ
ま
し
た
が
、
庭
園

は
そ
の
後
も
遺
さ
れ
、
後

の
調
査
に
よ
り
明
治
か
ら

大
正
期
の
趣
を
残
し
た
貴

重
な
遺
構
で
あ
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ

で
当
時
の
庭
園
を
復
元
し
、

解
説
板
や
腰
掛
け
を
設
け
、

新
た
な
散
策
路
に
よ
り
南

東
の
庭
園
と
結
ぶ
こ
と
で
、

江
戸
、
明
治
、
大
正
時
代

の
庭
園
を
一
度
に
観
賞
し

て
い
た
だ
け
る
場
所
と
し

て
公
開
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

庭
園
の
特
徴

庭
園
は
遣や

り

水み
ず

と
園
池
の

組
み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
遣
水
は
庭
園

内
に
水
を
導
き
流
れ
る
よ

う
に
す
る
伝
統
的
手
法
で
、

京
都
御
所
御
常
御
殿
庭
園
・

同
小
御
所
庭
園
、
旧
近
衞

邸
庭
園
、
旧
九
條
邸
庭
園

な
ど
に
も
見
ら
れ
る
も
の

で
す
。
こ
の
ほ
か
海
辺
の

景
色
を
表
現
す
る
洲す

浜は
ま

意

匠
な
ど
、
本
庭
園
は
小
規

模
な
が
ら
江
戸
時
代
の
公

家
が
好
ん
だ
庭
園
意
匠
を

踏
襲
し
、
気
品
あ
る
趣
を

醸
し
出
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
整
備
で
は
か
つ

て
の
官
舎
の
間
取
り
を
木

枠
で
表
示
し
、
庭
に
面
し

た
主
室
跡
に
縁
台
を
設
け

ま
す
。
こ
こ
に
腰
掛
け
る

と
主
室
内
か
ら
眺
め
て
い

た
当
時
の
目
線
の
高
さ
で

庭
園
を
観
賞
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

歴
史
散
策
へ
の
誘
い

ご
紹
介
し
た
庭
園
は
三

月
下
旬
か
ら
の
公
開
予
定

で
す
。
庭
園
内
は
バ
リ
ア

フ
リ
ー
苑
路
で
周
回
で
き

ま
す
の
で
、
こ
れ
ま
で
閑

院
宮
邸
跡
に
行
か
れ
た
こ

と
の
な
い
方
も
こ
れ
を
機

に
ご
来
場
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。
ま
た
、
閑
院

宮
邸
跡
の
あ
る
京
都
御
苑

の
南
部
に
は
、
旧
九
條
邸

の
庭
園
遺
構
で
あ
る
九
條

池
や
楼
閣
に
茶
室
を
付
し

た
拾
翠
亭
、
名
木
・
黒
木

の
梅
な
ど
、
往
時
を
偲
ば

せ
る
貴
重
な
史
蹟
が
集
ま

り
お
す
す
め
の
エ
リ
ア
で

す
。こ

の
春
、
歴
史
散
策
に

出
か
け
ま
せ
ん
か
。

（
京
都
御
苑
管
理
事
務
所

普
及
指
導
企
画
官
）

京都御所（建礼門）と梅

春 京都御苑を写す
北奥耕一郎

桜と大宮御所

梅林にて

近衞邸跡の枝垂桜

苑
内
散
策
お
す
す
め
コ
ー
ス

新
し
く
な
る
閑
院
宮
邸
跡
庭
園
の
ご
紹
介

竹
元
　
恵
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花
々
の
お
も
て
な
し

西
台
　
律
子

方
面
に
向
か
っ
て
繁
殖
の

た
め
に
渡
っ
て
い
き
ま
す
。

一
部
は
北
海
道
な
ど
で
も

繁
殖
し
て
い
ま
す
。
胸
の

鮮
や
か
な
黄
色
が
よ
く
目

立
つ
小
さ
な
鳥
で
す
。
冬

の
間
苑
内
で
は
サ
ル
ス
ベ

リ
や
メ
タ
セ
コ
イ
ヤ
な
ど

の
実
を
食
べ
て
い
ま
す
が
、

ス
ズ
メ
ノ
カ
タ
ビ
ラ
が
咲

き
始
め
る
と
地
面
に
降
り

て
花
も
食
べ
始
め
ま
す
。

ス
ズ
メ
ノ
カ
タ
ビ
ラ
の
種

子
が
で
き
始
め
る
と
様
々

な
小
鳥
た
ち
が
好
ん
で
集

ま
っ
て
き
ま
す
。

日
照
時
間
が
長
く
な
り
、

気
温
も
上
昇
し
て
き
ま
す
。

花
々
が
開
く
と
、
ハ
エ
や

ア
ブ
、
ハ
チ
た
ち
が
蜜
を

求
め
て
集
ま
っ
て
き
ま
す
。

花
が
招
い
た
虫
た
ち
も
鳥

の
ご
ち
そ
う
に
な
り
、
雛

へ
の
栄
養
源
と
な
っ
て
い

き
ま
す
。

花
々
の
お
も
て
な
し
が

続
く
限
り
、
鳥
た
ち
の
命

は
限
り
な
く
つ
な
が
っ
て

い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
京
都
自
然
観
察
学
習
会
）

催　事　案　内

会　員　募　集
■年会費　●普通会費　1,000円以上
　　　　　●賛助会員　10,000円以上
■本会員への特典
　1．本会発行物をそのつど送付します。
　　（御苑ニュースは会費収入で発行されています。）
　2.　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。）
■申し込み、問い合わせ先

一般財団法人　国民公園協会　京都御苑
　　　　　　　　　住所　京都市上京区京都御苑3
　　　　　　　　　〒602-0881　TEL075(211)6364

■平成26年京都御苑自然教室
 初心者の方を対象に自然教室を行います。春の御苑の
草花やキノコ、昆虫や鳥を観察しましょう。

春の自然教室“春の御苑にふれよう”
平成26年4月20日（日）9：30～12：00

主　　催　環境省京都御苑管理事務所　TEL 075（211）6348
　　　　　一般財団法人 国民公園協会 京都御苑

TEL 075（211）6364
講　　師　京都自然観察学習会の先生方に指導して頂きます。
集合場所　京都御苑
　　　　　　　　閑院宮邸跡
　　　　 （京都御苑南西角間之町口）
受付時間　当日　9：00～9：20
参 加 費　保険料100円
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
どの観察用具があると便利です。

＊以降の自然教室予定
 　夏の自然教室　　平成26年 7月 27日（日） 9：30～12：00
 　秋の自然教室　　平成26年 11月 16日（日） 9：30～12：00
 　冬の自然教室　　平成27年 1月 25日（日） 9：30～12：00

京都御所春季一般公開
4月9日（水）～13日（日）
入場時間　9：00~15：30

入口：宜秋門（ぎしゅうもん）  出口：清所門（せいしょもん）
清所門の最終退出時間は16：15

照会先：宮内庁京都事務所　TEL：075（211）1211

「閑院宮邸跡」見学

収納展示室　9：00～16：00（16：30閉館）、入場無料
休館日/月曜日（月曜日が祝祭日の場合は開館）、年末年始

京都御苑南西角の創建以来の場所に建つ、「閑院宮邸跡」。
収納展示室では、京都御苑の歴史や自然の資料が展示されて
います。苑内散策の折に是非お立ち寄りください。

新緑のトンボ池一般公開
■自然環境保全の観点から閉鎖している「トン
ボ池」を期間限定で一般公開します。午前
中はスタッフによるミニ解説も行います。

■5月23日（金）～25日（日） 9：30～15：00
■場所：富小路口から北東へ徒歩約5分
■当日現地にて受付　　■入場無料

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
3月下旬～4月中旬
4月中旬～4月下旬

主に見られる場所

梅　　　林
桃　　　林

近衞邸跡周辺
苑内全域

出水の小川付近

ウ メ
モ モ
イトザクラ
ヤマザクラ
サトザクラ

「
苑
内
利
用
者
の
声
」
～
食
堂
・
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
～

  

京
都
御
苑
に
お
こ
し
や
す

今
川
　
博
明

クヌギの雌花をついばむニュウナイスズメ（写真①）

コブシの花を食べるヒヨドリ（写真②）

スズメノカタビラの花をついばむマヒワ（写真③）

緑に囲まれたテーブル席

花
の
香
り
が
漂
う
季
節

で
す
。
花
の
蜜
を
吸
う
メ

ジ
ロ
や
ヒ
ヨ
ド
リ
は
お
得

意
様
で
す
。
く
ち
ば
し
も

蜜
が
吸
い
や
す
い
よ
う
に

細
長
く
や
や
下
向
き
に
つ

い
て
い
ま
す
。

蜜
だ
け
で
は
な
く
花
も

ご
ち
そ
う
で
す
。
ク
ヌ
ギ

の
花
を
つ
い
ば
み
に
く
る

の
は
ニ
ュ
ウ
ナ
イ
ス
ズ
メ

（
写
真
①
）
で
す
。
穂
状
に

垂
れ
下
が
っ
て
い
る
黄
色

い
花
が
雄
花
で
す
。
新
し

い
枝
の
上
部
の
葉
脇
に
一

個
か
ら
三
個
つ
い
て
い
る

赤
っ
ぽ
い
雌
花
の
方
を
好

ん
で
つ
い
ば
ん
で
い
ま
す
。

苑
内
で
は
ク
ヌ
ギ
だ
け

で
は
な
く
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
に

も
集
ま
り
、
ス
ズ
メ
の
よ

う
に
花
を
元
か
ら
ち
ぎ
っ

て
蜜
を
吸
い
ま
す
。

メ
ジ
ロ
や
ヒ
ヨ
ド
リ
が

蜜
を
吸
う
と
き
は
花
を
落

と
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
長
い
舌
は
ブ
ラ

シ
状
に
な
っ
て
い
て
花
の

前
面
か
ら
蜜
を
吸
い
や
す

く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

ニ
ュ
ウ
ナ
イ
ス
ズ
メ
は

ス
ズ
メ
に
よ
く
似
て
い
ま

す
が
、
頬
に
黒
い
斑
紋
が

な
く
、
オ
ス
と
メ
ス
が
異

な
っ
た
色
を
し
て
い
る
鳥

で
す
。
オ
ス
の
背
や
腰
は

鮮
や
か
な
赤
茶
色
で
北
の

地
域
で
繁
殖
し
、
暖
地
で

越
冬
す
る
漂
鳥
で
す
。

早
春
の
コ
ブ
シ
の
花
を

競
っ
て
つ
い
ば
む
の
は
ヒ

ヨ
ド
リ
（
写
真
②
）
で
す
。

山
で
は
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ

マ
な
ど
も
コ
ブ
シ
や
タ
ム

シ
バ
の
花
を
好
ん
で
食
べ

ま
す
。
コ
ブ
シ
と
い
う
名

は
、
蕾
の
形
や
ご
つ
ご
つ

し
た
集
合
果
が
「
拳こ

ぶ
し」

の

形
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
つ
い
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

草
花
も
小
鳥
た
ち
の
好

物
で
す
。
イ
カ
ル
は
芽
生

え
た
柔
ら
か
い
ヤ
エ
ム
グ

ラ
の
葉
を
地
面
に
降
り
て

お
い
し
そ
う
に
つ
い
ば

ん
で
い
ま
す
。
冬
の
間
は
、

エ
ノ
キ
な
ど
の
樹
木
の
種

皮
を
割
る
音
が
響
き
渡
り

ま
す
が
、
葉
を
食
べ
て
い

る
と
き
は
静
寂
で
す
。
や

は
り
、
お
い
し
い
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
栄

養
の
バ
ラ
ン
ス
も
考
え
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。
や
が

て
繁
殖
の
た
め
に
山
間
部

に
移
動
し
て
い
き
ま
す
。

マ
ヒ
ワ
（
写
真
③
）
は

冬
鳥
で
す
の
で
、
四
月
ご

ろ
サ
ハ
リ
ン
や
シ
ベ
リ
ア

会
社
か
ら
近
い
こ
と

も
あ
り
、
毎
週
金
曜
日
の

お
昼
は
利
用
さ
せ
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。
特
に
お

う
ど
ん
が
美
味
し
い
と
評

判
で
、
暑
い
夏
に
は
「
ざ

る
う
ど
ん
」
が
お
薦
め
で

す
。
寒
い
冬
に
は
「
鍋
焼

き
う
ど
ん
」
が
最
高
で
す
。

し
か
し
数
に
限
り
が
あ
る

の
で
、
売
切
れ
の
札
が
か

か
っ
て
い
る
と
残
念
な
気

持
ち
に
な
り
ま
す
が
…
…
。

こ
こ
で
の
食
事
で
あ
り
が

た
い
の
は
、
食
後
に
も
ら

え
る
喫
茶
券
で
す
。
少
し

離
れ
た
場
所
に
あ
る
喫
茶

室
で
コ
ー
ヒ
ー
が
百
円
引

き
で
飲
め
る
の
で
す
。
毎

回
、
食
事
の
後
に
は
こ
の

券
を
も
っ
て
喫
茶
室
へ
行

く
の
が
今
や
習
慣
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
御
苑
内
の

四
季
折
々
の
景
色
や
様
子

が
見
ら
れ
心
が
安
ら
ぎ
ま

す
。
春
に
は
桜
、
秋
に
は

紅
葉
が
…
…
。
大
文
字
山

も
見
ら
れ
る
の
で
、
冬
に

は
大
文
字
山
の
字
が
雪
で

白
い
字
に
な
っ
て
い
る
時

な
ん
か
は
、
そ
の
美
し
さ

に
感
激
し
て
し
ま
い
ま
す
。

他
に
利
用
さ
せ
て
も

ら
っ
て
い
る
中
で
〝
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
〟
が
あ
り
ま
す
。

京
都
市
内
の
真
ん
中
に
あ

り
、
と
て
も
交
通
の
便
も

良
い
所
で
す
。

日
頃
か
ら
何
気
な
く

使
っ
て
い
た
テ
ニ
ス
コ
ー

ト
。
あ
る
時
、
横
浜
の
テ

ニ
ス
仲
間
が
京
都
旅
行
に

合
わ
せ
て
、
テ
ニ
ス
を
し

た
い
と
言
っ
て
き
ま
し

た
。
私
は
「
そ
れ
な
ら

御
所
を
取
り
ま
し
ょ
う

か
？
」
と
答
え
た
ら
、
彼

は
「
御
所
？
あ
の
京
都
御

所
の
中
で
テ
ニ
ス
が
で
き

る
の
？
」
と
驚
く
の
で
す
。

考
え
て
み
る
と
、
確
か
に

京
都
御
苑
の
塀
に
囲
ま
れ

た
中
に
あ
っ
て
、
管
理
も

京
都
御
苑
が
運
営
さ
れ
て

い
る
の
で
、
私
が
言
っ
た

事
に
間
違
い
は
あ
り
ま
せ

ん
。
彼
は
「
御
所
で
テ
ニ

ス
が
で
き
る
な
ら
、
一
生

の
想
い
出
と
し
て
、
市
内

観
光
を
止
め
て
で
も
、
お

願
い
し
た
い
」
と
。
今
や

彼
は
毎
年
一
回
、
京
都
御

苑
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
に

や
っ
て
来
ま
す
。
そ
し

て
彼
の
周
り
の
人
に
「
ま

た
京
都
御
所
で
テ
ニ
ス
を

や
っ
て
く
る
よ
」
と
自
慢

し
て
い
る
そ
う
で
す
。

皆
さ
ん
は
、
京
都
御
苑

の
中
に 

〝
グ
ラ
ウ
ン
ド
〟

や
〝
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
〟
そ

し
て
〝
お
食
事
処
〟
や

〝
喫
茶
室
〟
が
あ
る
の
を

ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？


