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自然はわれらを　われらは自然を

絶えまない人と自然
の連携を象徴するメ
ビウスの連環。これ
が息の長い活動が期
待される自然保護の
シンボルマークに表
現されています。　
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白川書院

環境省京都御苑管理事務所
本紙は再生紙を 
使用しています。

明治 28 年、平安遷都千百
年を記念して平安神宮が創
建されましたが、時代祭は
その祝賀行事の一環として
市民の創意と多大な努力に
よって始まり、今もしっか
り受け継がれています。
（御所に向かう維新勤王隊列）

私
は
京
都
生
ま
れ
で
す

が
、
川
東
な
の
で
子
供
の

頃
の
遊
び
場
と
い
え
ば
鴨

川
や
建
仁
寺
な
ど
で
し
た
。

御
所
は
、
今
思
う
と
公
開

や
祭
見
物
な
ど
ハ
レ
の
場

と
し
て
の
記
憶
が
残
っ
て

い
ま
す
。
明
治
生
ま
れ
の

祖
父
母
か
ら
は
「
御
所
と

い
う
の
は
そ
の
う
ち
天
皇

陛
下
が
還
っ
て
き
は
る
大

事
な
と
こ
や
」
と
よ
く
聞

か
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
ま

で
御
所
、
御
所
と
言
っ
て

い
ま
す
が
、
京
都
で
は
多

く
の
人
が
御
所
と
御
苑
を

合
わ
せ
て
「
御
所
」
と
呼

ん
で
い
ま
す
。
ま
た
漠
然

と
で
す
が
、
ず
っ
と
昔
か

ら
今
の
よ
う
に
緑
に
囲
ま

れ
て
御
所
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
私

自
身
も
実
は
公
園
と
深
く

係
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は

そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
こ
で
今
回
は
、

多
く
の
京
都
人
た
ち
が
こ

こ
を
「
御
所
」
と
呼
ん
で

き
た
由
縁
を
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

最
近
で
は
、
平
安
京
創

建
当
時
の
大
内
裏
は
今
の

御
所
よ
り
だ
い
ぶ
西
だ
っ

た
こ
と
や
、
幕
末
ま
で
御

所
周
辺
に
は
公
家
町
が

広
が
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
、

か
な
り
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
で
は

そ
の
公
家
町
一
帯
が
ど
の

よ
う
に
し
て
現
在
の
よ
う

な
独
特
の
空
間
に
変
貌
し

て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

慶
応
四
年
（
明
治
元
年
）

か
ら
明
治
二
年
に
か
け
て
、

明
治
天
皇
の
御
東
幸
、
京

都
還
幸
、
再
東
幸
（
遷
幸
）

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
江
戸

は
東
京
、
江
戸
城
は
皇
城

と
改
称
さ
れ
、
明
治
二
年

一
月
に
は
「
天
皇
滞
在

中
は
太
政
官
を
東
京
に
移

す
達
」
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
遷
都
へ
の
動

き
に
不
安
を
募
ら
す
京
都

市
民
の
心
を
鎮
め
よ
う
と
、

「
京
大
阪
は
留
守
に
し
て

も
心
配
な
い
が
、
関
東
以

遠
は
人
心
未
だ
定
ま
ら
ず

御
親
征
さ
れ
る
。
し
か
し

今
後
も
即
位
大
礼
は
京
都

で
行
わ
れ
る
の
で
遷
都
で

は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な

説
諭
が
な
さ
れ
た
そ
う
で

す
。そ

し
て
明
治
十
年
、
孝

明
天
皇
十
年
式
年
祭
で
久

方
ぶ
り
に
還
幸
さ
れ
た
明

治
天
皇
は
、
御
所
周
辺
の

あ
ま
り
の
荒
廃
ぶ
り
に
深

く
悲
し
ま
れ
、「
御
所
保

存
・
旧
観
維
持
の
御
沙
汰
」

を
下
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
御
沙
汰
を
受
け
て

「
大
内
保
存
事
業
」
が
始

ま
り
ま
し
た
が
、
そ
の
主

な
内
容
は
、
①
公
家
町
一

帯
を
皇
宮
付
属
地
と
し
て

買
上
げ
、
②
公
家
屋
敷
を

取
り
壊
し
て
苑
地
と
し
て

整
備
・
開
放
し
た
こ
と
で

す
。こ

の
事
業
に
当
時
の
京

都
市
民
は
大
い
に
喜
び
、

献
木
・
献
金
が
相
次
い
だ

と
い
い
ま
す
。
ま
た
事
業

実
施
に
際
し
て
京
都
府
は

「
九
門
内
皇
宮
付
属
地
を

御
苑
と
称
す
る
」
と
布
告

し
ま
し
た
。

さ
ら
に
明
治
十
六
年
、

入
洛
し
た
岩
倉
具
視
は
即

位
礼
を
想
定
し
た
修
正
を

指
示
し
ま
し
た
。
こ
う
し

て
現
在
の
京
都
御
苑
の
基

礎
が
ほ
ぼ
出
来
あ
が
り
ま

し
た
。

そ
の
後
、
明
治
十
九
年

制
定
の
「
皇
室
典
範
」
で

は
、
京
都
御
所
で
即
位
大

礼
・
大
嘗
祭
を
行
う
こ
と

が
明
記
さ
れ
、
大
正
天
皇
、

昭
和
天
皇
の
即
位
礼
は
京

都
御
所
で
執
り
行
わ
れ
ま

し
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

京
都
人
が
敬
意
と
親
し
み

を
こ
め
て
全
体
を
「
御
所
」

と
呼
ん
で
き
た
の
も
む
べ

な
る
か
な
と
思
い
ま
す
。

戦
後
は
社
会
が
一
変
し
、

京
都
御
苑
も
「
国
民
公
園
」

と
し
て
再
出
発
し
ま
す
が
、

京
都
の
中
心
に
御
所
と
と

も
に
あ
る
御
苑
の
重
要
性

は
い
さ
さ
か
も
減
じ
て
い

ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
の
礎

を
築
か
れ
た
明
治
天
皇
は
、

終
生
京
都
を
故
郷
と
し
て

愛
さ
れ
、
京
都
に
係
る
御

製
も
数
多
く
詠
ま
れ
て
い

ま
す
。

「
遠と

ほ
つ
親
の

 

定
め
ま
し
つ
る
山
城
の

 

平た
ひ
らの
都

 

永と

は久
に
あ
ら
す
な
」

（
明
治
三
九
年
御
製
「
都
」）

明
治
は
遥
か
歴
史
の
彼

方
に
埋
も
れ
、
昭
和
も
戦

後
も
す
っ
か
り
遠
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か

し
御
苑
に
関
わ
る
と
い
う

こ
と
は
、
極
め
て
重
い
責

務
の
一
端
を
担
っ
て
い
る

と
改
め
て
感
じ
ま
す
。

（
国
民
公
園
協
会

　
　

京
都
御
苑
参
与

木
村
博
司
）

私
達
は
毎
週
日
曜
日
、

京
都
御
苑
の
案
内
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
に
、

一
番
印
象
に
残
っ
た
箇
所

を
ア
ン
ケ
ー
ト
で
お
尋
ね

し
た
と
こ
ろ
、
一
位
拾
翠

亭
、
二
位
道
喜
門
、
三
位

蛤
御
門
と
い
う
結
果
で
し

た
。
道
喜
門
は
京
都
御
苑

の
案
内
地
図
に
も
名
前
は

記
載
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

御
所
の
正
門
、
建
礼
門
の

す
ぐ
東
に
あ
る
築
地
塀
の

く
ぐ
り
戸
の
よ
う
な
門
が

道
喜
門
で
す
。
こ
れ
ら
の

通
用
門
は
御
所
の
周
囲
に

十
三
箇
所
あ
り
穴
門
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
が
、
名
前

の
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は

こ
の
門
だ
け
で
す
。

室
町
時
代
後
期
、「
川

端
道
喜
」
の
屋
敷
は
現
在

の
蛤
御
門
の
近
く
に
あ

り
ま
し
た
。
道
喜
は
応
仁

の
乱
後
の
御
所
の
困
窮
し

た
中
で
、
毎
朝
天
皇
が
お

召
し
あ
が
り
に
な
る
「
お

朝あ
さ
の
も
の

物
」
と
し
て
、
塩
餡
に

包
ん
だ
お
餅
六
個
を
献
上

い
た
し
ま
し
た
。
天
皇
は

女
官
に
「
お
朝
は
ま
だ
か
」

と
毎
日
待
っ
て
お
ら
れ
た

よ
う
で
す
。
後
年
に
な
っ

て
朝
廷
に
余
裕
が
出
来
て

か
ら
も
、
明
治
天
皇
が
東

京
に
移
ら
れ
る
直
前
ま
で
、

こ
の
習
慣
は
約
三
百
五
十

年
間
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

天
正
五
年
（
一
五
七
七
）

信
長
の
命
を
受
け
て
、
初

代
道
喜
は
私
財
を
投
じ
御

所
の
築
地
塀
を
修
復
し
て

い
ま
す
。
こ
の
時
に
も
機

材
搬
入
に
こ
の
門
が
用
い

ら
れ
、
道
喜
出
入
り
の
門

と
し
て
そ
の
歴
史
を
伝
え

て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
は
こ
の
さ
さ
や

か
な
門
の
前
で
、
天
皇
の

ほ
ほ
え
ま
し
い
日
常
の
お

姿
を
想
像
し
、
心
の
安
ら

ぎ
を
感
じ
ら
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

な
お
、「
御
粽
司　

川
端

道
喜
」
の
お
店
は
現
在
左

京
区
下
鴨
本
通
北
山
に
移

り
、
御
子
孫
の
方
が
伝
統

の
味
と
製
法
を
継
承
さ
れ

て
い
ま
す
。

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
都
草

監
事
）

「降る雪や明治は遠くなりにけり」は草田男の句ですが…　　雪の京都御苑（清水谷家の大椋）

「御所」と「御苑」
—明治ハ遠クナリニケリ—

木村　博司

京都御所の築地塀にある道喜門

道 

喜 

門
　
　
　
　
林
　
寛
治
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昆
虫
の
越
冬
　
　
　
谷
　
幸
樹

し
ま
す
。

京
都
で
は
十
一
月
上
旬
、

平
均
気
温
が
十
度
前
後
に

な
る
と
昆
虫
は
冬
眠
し
か

け
ま
す
。
冬
眠
中
に
凍
っ

て
し
ま
っ
た
ら
死
ん
で
し

ま
う
の
で
、
低
温
か
ら
身

を
守
る
方
法
を
昆
虫
は

も
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
は
、
た
と
え

体
が
凍
っ
た
と
し
て
も
細

胞
の
中
に
氷
が
で
き
な
い

よ
う
に
細
胞
の
外
だ
け
を

凍
ら
せ
る
し
く
み
を
も
っ

て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
の

方
法
は
、
体
液
や
血
液
が

凍
ら
な
い
場
所
で
冬
眠
し
、

凍
り
に
く
い
物
質
を
体

内
に
増
や
し
ま
す
。
昆
虫

の
体
液
に
は
色
々
な
物
質

が
入
っ
て
い
る
の
で
０
度

で
は
凍
ら
ず
マ
イ
ナ
ス
二

度
位
で
凍
り
は
じ
め
ま
す
。

凍
り
に
く
い
物
質
（
グ

リ
セ
リ
ン
や
ト
レ
ハ
ロ
ー

ズ
）
を
体
内
に
増
や
し
て

い
く
こ
と
で
凍
る
の
を
防

ぎ
ま
す
。
ナ
ナ
ホ
シ
テ
ン

ト
ウ
は
マ
イ
ナ
ス
二
十
度

位
ま
で
凍
結
し
な
い
体
の

つ
く
り
に
な
っ
て
い
る
の

で
集
団
で
越
冬
し
ま
せ
ん
。

京
都
御
苑
で
昆
虫
が
ど

の
よ
う
に
越
冬
し
て
い
る

か
を
観
察
し
て
み
ま
し
ょ

う
。樹

木
の
枝
や
葉
、
樹
皮

の
上
下
、
落
ち
葉
、
石
の

下
や
池
の
中
の
落
ち
葉
だ

ま
り
等
を
観
察
す
る
と
昆

虫
の
冬
眠
が
見
ら
れ
ま
す
。

エ
ノ
キ
の
根
元
の
落
ち

葉
を
一
枚
ず
つ
拾
っ
て
観

催　事　案　内

和　　　名 開　花　期

11月～ 2月

2月中旬～
　 3月中旬

2月～4月

主に見られる場所

乾御門から今出川御門
に抜ける散策道周辺

梅　林

近衞池周辺、母と子の森
白雲神社周辺

サ ザ ン カ

ウ メ

ヤブツバキ

■平成27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。冬の御苑の
草花やキノコ、昆虫や鳥を観察しましょう。
 冬の自然教室 “冬の御苑にふれよう”
 平成27年1月25日（日）9：30～12：00
※小雨決行。当日7時時点で気象庁が大雨警報・暴風警
報を発令した時は中止。

主　　催　環境省京都御苑管理事務所 ＴＥＬ075（211）6348
　　　　　一般財団法人 国民公園協会 京都御苑
  ＴＥＬ075（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　乾御門前
　　　　 （上京区京都御苑内西北門）
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や雨
　　　　　具があると便利です。

「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

京都御苑南西角にある「閑院宮邸跡」の収納展示室では、
京都御苑の歴史や自然の資料が展示されています。新た
に整備された庭園と併せてご利用ください。

■年会費　●普通会費 1,000円以上
　　　　　●賛助会員（会社・団体） 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

新年度会員募集
（平成27年1月～12月）

「
苑
内
利
用
者
の
声
」
～
自
然
教
室
～

 

京
都
御
苑
は
小
さ
な
地
球　
吉
田
　
豊

越冬したホソミオツネントンボ

集団で越冬するナミテントウ

越冬の時後翅が破損したルリタテハ

オオカマキリの卵塊

ギンヤンマの幼虫

春
か
ら
秋
に
か
け
て
活

動
し
て
い
た
昆
虫
が
冬
に

な
る
と
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
。
昆
虫
に

と
っ
て
は
寒
い
時
期
を
ど

の
よ
う
に
の
り
切
る
か
が

重
要
で
す
。

昆
虫
は
卵
→
幼
虫
→
蛹

→
成
虫
と
変
態
す
る
仲
間

と
蛹
に
な
ら
な
い
で
成
虫

に
な
る
仲
間
が
い
ま
す
が
、

い
ず
れ
か
の
状
態
で
冬
眠

察
す
る
と
ゴ
マ
ダ
ラ
チ
ョ

ウ
の
幼
虫
が
見
ら
れ
ま
す
。

う
ま
く
い
け
ば
オ
オ
ム
ラ

サ
キ
の
幼
虫
が
発
見
で
き

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
樹

木
の
枝
で
は
オ
オ
カ
マ
キ

リ
の
卵
塊
や
軒
下
で
は
ハ

ラ
ビ
ロ
カ
マ
キ
リ
・
チ
ョ

ウ
セ
ン
カ
マ
キ
リ
の
卵
塊

や
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
・
ア

ゲ
ハ
チ
ョ
ウ
の
蛹
が
み
ら

れ
ま
す
。
石
の
下
や
寺
院

の
看
板
の
下
で
集
団
越
冬

す
る
ナ
ミ
テ
ン
ト
ウ
が
観

察
で
き
ま
す
。
冬
で
も
温

度
が
高
い
と
き
は
ル
リ
タ

テ
ハ
・
ア
カ
タ
テ
ハ
の
成

虫
が
飛
び
た
っ
て
い
る
姿

を
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

池
の
落
ち
葉
だ
ま
り
を

掬
う
と
ギ
ン
ヤ
ン
マ
・
シ

オ
カ
ラ
ト
ン
ボ
の
幼
虫
が

見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
運

が
よ
け
れ
ば
成
虫
で
越
冬

す
る
ホ
ソ
ミ
オ
ツ
ネ
ン
ト

ン
ボ
も
見
ら
れ
ま
す
。

越
冬
す
る
昆
虫
を
観
察

で
き
た
と
き
は
東
西
南
北

の
方
位
や
温
度
を
計
測
し

て
み
ま
し
ょ
う
。
温
度
の

高
い
南
側
よ
り
も
西
側
で

多
く
見
ら
れ
ま
す
。
南
側

は
温
度
変
化
が
大
き
く
昆

虫
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量

が
高
く
な
り
不
利
に
な
る

か
ら
で
す
。
観
察
デ
ー
タ

を
集
め
て
確
か
め
て
み
ま

し
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
昆
虫
の
冬

越
し
と
の
関
係
を
調
べ
て

み
る
の
も
冬
の
楽
し
い
自

然
観
察
に
な
り
ま
す
。

（
京
都
自
然
観
察
学
習
会
）

京
都
御
苑
に
は
小
さ
な

地
球
が
あ
り
ま
す
。

私
が
小
学
生
の
頃
、
御

苑
は
格
好
の
遊
び
場
で
、

友
達
と
自
転
車
で
よ
く
来

た
も
の
で
し
た
。
昆
虫
観

察
や
ど
ん
ぐ
り
拾
い
、
当

時
御
所
の
周
り
の
小
さ
な

堀
に
は
小
魚
達
も
た
く
さ

ん
泳
い
で
い
た
記
憶
が
あ

り
ま
す
。
大
人
に
な
っ
て

か
ら
は
訪
れ
る
機
会
も
少

な
く
な
り
ま
し
た
が
、
や

が
て
子
供
が
で
き
、
再
び

頻
繁
に
訪
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
私
達
親
子
に

と
っ
て
、
憩
い
の
場
で
あ

り
癒
し
の
場
で
も
あ
り
ま

し
た
。

子
供
も
小
学
生
に
な
っ

た
頃
、
あ
る
方
と
お
知
り

合
い
に
な
り
菌
類
に
興
味

が
湧
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
方
の
ご
紹
介

で
京
都
御
苑
キ
ノ
コ
会
へ

毎
月
参
加
す
る
よ
う
な
り
、

い
ろ
い
ろ
と
知
ら
な
か
っ

た
事
を
教
わ
る
う
ち
に
、

菌
類
が
育
つ
と
い
う
こ
と

は
周
り
の
環
境
に
左
右
さ

れ
る
。
つ
ま
り
土
壌
を
形

成
す
る
バ
ク
テ
リ
ア
や
植

物
樹
木
お
よ
び
昆
虫
な
ど

の
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を

あ
ら
た
め
て
知
り
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
そ
う
い
う
事
に

興
味
が
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
の
で
す
が
、
深
く

考
え
ず
に
い
た
事
に
気
づ

御
苑
ニ
ュ
ー
ス
の
発
行

人
で
国
民
公
園
協
会
京
都

御
苑
支
部
長
だ
っ
た
加
藤

博
之
さ
ん
が
九
月
に
急
逝

さ
れ
ま
し
た
。
近
衛
中
学
、

鴨
沂
高
校
の
出
身
と
い
う

生
粋
の
京
都
人
で
、
大
学

で
は
森
林
生
態
を
専
攻
さ

れ
て
お
り
、
植
物
は
も
ち

ろ
ん
野
鳥
や
昆
虫
に
も
造

詣
が
深
く
、
さ
ら
に
京
都

の
新
旧
様
々
な
話
題
に
も

通
じ
、
何
で
も
相
談
で
き

る
良
き
パ
ー
ト
ナ
ー
、
か

け
が
え
の
な
い
友
人
で

し
た
。
昨
年
秋
、
相
国
寺

の
そ
ば
に
居
を
構
え
ら
れ
、

こ
れ
か
ら
は
仕
事
だ
け
で

な
く
朝
な
夕
な
御
苑
を
楽

し
め
る
と
い
っ
て
お
ら
れ

た
矢
先
で
し
た
の
に
…
。

愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た

御
苑
の
自
然
や
風
物
、
こ

れ
か
ら
も
暖
か
く
見
守
っ

て
い
て
く
だ
さ
い
。

（
協
会
参
与　

木
村
博
司
）

か
さ
れ
ま
し
た
。

顔
見
知
り
に
な
っ
た
方

か
ら
「
自
然
に
興
味
が
あ

る
の
な
ら
こ
ん
な
集
ま
り

が
あ
る
よ
」
と
い
う
こ
と

を
聞
き
、
初
め
て
自
然
教

室
と
ト
ン
ボ
池
一
般
公
開

の
事
を
知
り
ま
し
た
。
初

め
て
自
然
教
室
に
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
時
に
植

物
、
菌
類
、
昆
虫
、
鳥
類

な
ど
の
各
担
当
の
先
生
方

か
ら
た
い
へ
ん
興
味
深
い

お
話
を
お
聞
き
し
、
驚
き

感
動
い
た
し
ま
し
た
。
御

苑
内
の
そ
れ
ら
が
相
互
に

関
係
し
て
う
ま
く
循
環
し

な
が
ら
自
然
を
形
成
し
て

い
る
事
に
小
さ
な
地
球
を

感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、

自
然
教
室
開
催
の
日
が
待

ち
遠
し
く
な
っ
て
い
る
次

第
で
す
。
ト
ン
ボ
池
に
は

都
会
で
は
見
る
こ
と
の
少

な
い
種
類
の
ト
ン
ボ
や
カ

エ
ル
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
、
こ
れ
も
ま
た
小
さ
な

地
球
が
あ
り
ま
す
。
一
般

公
開
期
間
も
ま
た
楽
し
み

な
時
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

子
供
に
誘
わ
れ
行
っ
た
会

か
ら
、
今
で
は
私
達
の
ほ

う
が
興
味
津
々
の
状
態
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。

皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
一
度
自

然
教
室
や
ト
ン
ボ
池
一
般

公
開
へ
足
を
運
ば
れ
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
？　

こ
の
よ
う
な
自
然
環
境

を
都
会
の
真
ん
中
で
体
験

で
き
る
所
は
数
少
な
い
で

し
ょ
う
。
き
っ
と
小
さ
な

地
球
が
感
動
を
与
え
て
く

れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

冬の京都御苑自然教室

加
藤
博
之
さ
ん
を
悼
む


