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私
た
ち
京
都
に
長
年
居
を
か
ま
え
る
者

は
、
あ
の
丸
太
町
か
ら
今
出
川
、
烏
丸
か

ら
寺
町
ま
で
の
一
帯
す
べ
て
を
「
御
所
」

と
呼
ん
で
お
り
ま
し
た
。
囲
い
の
あ
る
本

来
の
御
所
の
こ
と
は
、「
小
御
所
」
と
呼

ん
で
い
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。
い
つ
の
こ

ろ
か
ら
、
私
の
中
で
御
所
と
御
苑
を
識
別

し
た
の
で
し
ょ
う
。

幼
少
の
頃
か
ら
、
父
に
御
所
は
天
皇
さ

ま
の
お
住
ま
い
で
あ
る
と
聞
か
さ
れ
て
お

り
ま
し
た
。
天
皇
さ
ま
と
は
身
分
は
違
え

ど
も
、
こ
う
し
て
近
く
に
居
住
さ
れ
る
場

所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
常
に
近
く
に

い
ら
っ
し
ゃ
る
存
在
の
よ
う
に
感
じ
て
お

り
ま
し
た
し
、
今
も
そ
の
気
持
ち
は
変
わ

り
ま
せ
ん
。
よ
く
京
都
人
は
、「
都
は
京

都
で
あ
り
天
皇
陛
下
は
東
京
に
ち
ょ
っ
と

滞
在
さ
れ
て
い
る
だ
け
」
と
認
識
し
て
い

る
と
言
わ
れ
ま
す
。
私
の
父
も
、
亡
く
な

る
ま
で
陛
下
の
お
帰
り
を
お
待
ち
し
て
い

た
一
人
で
し
た
。

京
都
御
苑
の
思
い
出
は
、
幼
い
頃
か
ら

平
安
京
遷
都
後
、
京
都
は
千
年
以
上
に
渡
り
天
皇
が
お
住
ま
い
に
な
る
「
御
所
」
を
有
す
る
日
本
の
都
で
あ
っ
た
。

明
治
維
新
に
よ
り
天
皇
と
と
も
に
都
は
東
京
へ
と
移
り
、
御
所
を
囲
ん
で
い
た
公
家
屋
敷
街
一
帯
は
公
園
化
さ
れ
「
御

苑
」と
な
っ
た
。
現
在
で
は
国
民
公
園
京
都
御
苑
と
し
て
京
都
市
民
や
国
内
外
か
ら
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
場
と
な
っ

て
い
る
。（
一
財
）
国
民
公
園
協
会
の
理
事
で
も
あ
る
（
株
）
聖
護
院
八
ツ
橋
総
本
店
代
表
取
締
役
社
長
の
鈴
鹿
且
久

氏
に
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
京
都
御
所
や
御
苑
に
対
す
る
想
い
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

京
都
御
所
、
御
苑
に
想
う鈴

鹿
且
久
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葉
ま
で
の
一
刻
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ

る
。
こ
の
落
葉
樹
の
黄
・
紅
葉
は
最

も
わ
か
り
や
す
い
冬
支
度
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
落
葉
樹
は
秋
に
落

葉
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
幼
い
頃
の
教

育
は
重
要
で
、
誰
も
が
「
冬
が
来

て
、
寒
く
な
る
の
で
葉
が
枯
れ
落
ち

る
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
し
か

し
、
実
際
は
少
し
違
っ
て
い
る
よ
う

だ
。
冬
に
な
る
と
樹
木
の
根
は
伸
長

を
止
め
、
根
毛
量
が
激
減
す
る
。
そ

の
た
め
、
吸
水
力
が
低
下
し
、
樹
木

は
危
機
的
な
水
分
欠
乏
に
陥
っ
て
し

ま
う
。
こ
れ
を
回
避
す
る
苦
肉
の
策

が
落
葉
現
象
な
の
で
あ
る
。

一
方
、
カ
シ
類
や
シ
イ
な
ど
の
常

緑
樹
は
葉
の
表
面
を
ク
チ
ク
ラ
層
で

覆
っ
て
い
る
た
め
水
分
欠
乏
が
回
避

さ
れ
、
冬
も
緑
の
葉
を
付
け
て
い
ら

れ
る
。
た
だ
、
氷
点
下
の
寒
風
に
曝さ

ら

さ
れ
る
と
葉
の
水
分
が
凍
っ
て
枯
れ

て
し
ま
う
。そ
こ
で
、秋
に
な
る
と
、光

合
成
で
作
っ
た
糖
分
を
徐
々
に
葉
に

蓄
え
、
氷
点
下
で
も
葉
が
凍
ら
な
い

冬
、
京
都
御
苑
の
動
植
物
の
多
く

は
そ
の
活
動
を
や
め
て
、
厳
し
い
冬

を
ひ
っ
そ
り
と
や
り
過
ご
そ
う
と
し

て
い
る
。
目
立
っ
た
変
化
も
少
な

く
、
自
然
観
察
に
は
厳
し
い
季
節
で

も
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
は
御
苑
の

樹
木
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
冬
支
度

を
し
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。

秋
が
深
ま
る
と
、
御
苑
は
一
年
で

最
も
艶
や
か
な
季
節
を
迎
え
る
。
イ

ロ
ハ
モ
ミ
ジ
や
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
は
真
紅

の
葉
を
つ
け
、
イ
チ
ョ
ウ
は
黄
色
、

ナ
ラ
類
の
葉
は
橙
や
褐
色
に
染
ま

り
、
マ
ツ
や
モ
ミ
の
緑
を
添
景
に
落

も
し
れ
ま
せ
ん
。

少
し
大
き
く
な
る
と
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
で

野
球
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
当
社

に
は
野
球
部
が
あ
り
ま
し
て
、
練
習
と
遊

び
を
兼
ね
て
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
を
し
て
い
ま

し
た
。「
と
ら
や
」
さ
ん
や
「
豆
政
」
さ

ん
の
チ
ー
ム
と
、
暗
く
な
る
ま
で
親
善
試

合
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
ふ
と
脳
裏
に

よ
ぎ
る
子
供
時
代
の
思
い
出
は
、
振
り
返

る
と
御
苑
で
の
風
景
が
多
い
よ
う
で
す
。

今
は
八
ッ
橋
を
商
っ
て
お
り
ま
す
が
、

私
ど
も
の
家
系
で
あ
る
鈴
鹿
家
は
、
も
と

も
と
神
職
の
家
で
あ
り
ま
す
。
平
安
京
建

都
後
、
神
宮
祭
主
を
経
て
、
西
伊
勢
鈴
鹿

よ
り
お
召
し
に
よ
り
、
吉
田
春
日
社
神
官

と
し
て
吉
田
の
地
に
千
百
年
少
々
住
ま

い
し
て
お
り
ま
す
。
御
所
神

祇
官
と
し
て
賢
所
に
奉
職
し

て
お
り
ま
し
た
。
明
治
時
代

初
期
ま
で
は
、
大
嘗
祭
・
新

嘗
祭
の
折
に
大
役
を
勤
め
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し

た
。
現
在
吉
田
の
地
に
あ
る

吉
田
神
社
は
、
平
安
遷
都
の

六
十
五
年
後
に
藤
原
氏
の
氏

神
で
あ
る
春
日
社
を
祀ま

つ

っ
た

神
社
で
す
。
戦
前
ま
で
、
仙

洞
御
所
や
桂
離
宮
・
修
学
院

離
宮
の
御
宮
に
お
い
て
の
例

祭
・
祈
年
祭
の
ご
神
授
に
奉

仕
し
て
お
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
繋つ

な

が
り
も
あ
り
、

恐
れ
多
く
も
天
皇
陛
下
や
御

所
と
は
ご
縁
を
感
じ
て
お
り

ま
し
た
が
、
数
年
前
、
吉
田

忠
嗣
国
民
公
園
協
会
京
都
御

数
多
く
ご
ざ
い
ま
す
。
母
が
病
弱
で
、

よ
く
父
の
自
転
車
に
載
せ
て
も
ら
い
御

所
（
御
苑
）
に
行
き
、
一
日
中
走
り
回
っ

て
い
ま
し
た
。
忙
し
い
父
と
こ
う
し
た
時

に
一
緒
に
居
ら
れ
た
こ
と
が
幼
心
に
と
て

も
う
れ
し
く
、
今
で
も
大
切
な
思
い
出
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
夏
の
暑
い
日
に
も
緑

が
揺
れ
、
さ
わ
さ
わ
と
風
を
運
ん
で
き
て

く
れ
る
。
だ
ん
だ
ん
と
紅
葉
が
進
み
冬
が

近
づ
く
と
、
沢
山
の
ど
ん
ぐ
り
と
落
ち
葉

に
夢
中
に
な
れ
る
。
冬
が
過
ぎ
少
し
ず
つ

暖
か
く
な
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
花
が
春
の

訪
れ
を
告
げ
色
を
添
え
る
。
思
え
ば
一
年

を
通
し
て
こ
の
よ
う
に
自
然
を
身
近
に
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
地
が
街
の
真
ん
中
に

あ
る
と
い
う
の
も
、
贅ぜ

い
た
く沢

な
こ
と
な
の
か

▼ 

御
苑
と
周
り
の
自
然
と
の
つ
な
が
り　

―
生
態
系
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
― 

▲

御
苑
の
樹
木
の
冬
支
度

早
く
か
ら
備
え
る
の
が
秘
訣
で
す
！

山
雅
男

苑
会
長
よ
り
ご
推
挙
を
い
た
だ
き
当
協
会

理
事
に
就
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
大
変
名
誉
な
こ
と
で
あ
り
ま
す

と
同
時
に
、よ
り
深
い
ご
縁
を
頂ち

ょ
う
だ
い戴
し
た
こ

と
に
感
謝
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
引
き

続
き
こ
れ
ま
で
通
り
の
気
持
ち
で
、今
後

と
も
ご
皇
室
の
御
隆
盛
と
御
繁
栄
を
願
い
、

御
所
を
取
り
巻
く
御
苑
を
も
護ま

も

る
べ
く
勤

め
さ
せ
て
い
た
だ
く
つ
も
り
で
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
京
都
に
生
き
る
子
供
た
ち

に
と
っ
て
も
、
御
所
と
御
苑
が
、
私
た
ち

が
過
ご
し
た
当
時
と
同
じ
よ
う
に
「
当
た

り
前
に
そ
こ
に
あ
る
」
よ
う
に
。
ま
た
、

天
皇
陛
下
の
お
住
ま
い
が
身
近
な
と
こ
ろ

に
あ
り
、
温
か
い
お
心
を
自
然
と
感
じ
ら

れ
る
よ
う
に
。
さ
ら
に
、
過
ご
し
や
す
く

包
み
込
ん
で
く
れ
る
よ
う
な
自
然
豊
か
な

姿
が
い
つ
ま
で
も
続
く
こ
と
を
願
っ
て
お

り
ま
す
。

　
（
株
式
会
社�

聖
護
院
八
ツ
橋
総
本
店

��

代
表
取
締
役
社
長

��

一
般
財
団
法
人�

国
民
公
園
協
会　

理
事
）

紅葉の御苑：黄・紅葉は落葉樹の冬の水分欠乏に対する危機管理

トチノキの冬芽：
粘液ですきま風を
シャットアウト

←

→

京都仙洞・大宮御所と大文字山

京都御苑　黒木の梅
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樂
焼
は
、
天
正
年
間
（
一
五
七
三
～

九
二
）
半
ば
頃
、
樂
家
初
代
長
次
郎
が
茶

聖
千
利
休
の
「
わ
び
茶
」
の
理
想
に
叶
う

も
の
と
し
て
赤
樂
・
黒
樂
茶
碗
を
生
み
出

し
た
こ
と
に
よ
り
誕
生
し
ま
す
。
以
来

四
五
〇
年
変
わ
る
こ
と
な
く
樂
家
歴
代

は
、
利
休
と
長
次
郎
に
よ
る
「
わ
び
茶
」

の
精
神
性
と
と
も
に
樂
焼
の
伝
統
と
技
術

を
現
代
に
伝
え
て
き
ま
し
た
。そ

ん
な
樂

焼
窯
元
・
樂

家
に
隣
接
し

て
お
り
ま
す

樂
美
術
館
は
、

収
蔵
作
品
の

ほ
と
ん
ど
が

次
代
の
参
考

よ
う
に
し
て
冬
を
乗
り
切
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
、
樹
木
の
冬
越
し
で
は

冬
芽
を
作
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

冬
芽
は
未
熟
な
葉
や
枝
、
分
裂
組
織

を
寒
さ
か
ら
守
る
装
置
で
あ
る
。

京
都
御
苑
に
多
い
常
緑
樹
の
ウ
バ

メ
ガ
シ
や
ア
ラ
カ
シ
、
落
葉
樹
の
コ

ナ
ラ
や
ク
ヌ
ギ
な
ど
は
芽
鱗
（
葉
や

托
葉
、
葉
柄
な
ど
が
変
化
し
た
鱗
状

の
葉
）
を
幾
重
に
も
重
ね
て
寒
さ
を

凌し
の

い
で
い
る
。
さ
し
ず
め
十
二
単
の

よ
う
な
重
ね
着
で
あ
る
。
出
水
の
小

川
の
東
に
は
ト
チ
ノ
キ
が
あ
り
、
数

枚
の
芽
鱗
が
重
な
っ
た
冬
芽
を
付
け

て
い
る
。
そ
の
表
面
は
粘
液
で
覆
わ

れ
て
い
て
、
密
閉
状
態
が
保
た
れ
て

い
る
。
ま
さ
に
、
隙
間
風
を
防
ぐ
目

張
り
で
あ
る
。

京
都
御
所
宜
秋
門
の
南
西
に
は
ハ

ク
モ
ク
レ
ン
が
植
栽
さ
れ
、
春
に
は

大
き
な
純
白
の
花
が
開
く
。
大
き
な

花
芽
に
は
長
い
毛
が
密
生
し
て
い

て
、
大
切
な
花
弁
や
雄
し
べ
、
雌
し

べ
を
厚
い
毛
皮
で
寒
さ
か
ら
守
っ
て

い
る
。
小
さ
な
葉
芽
は
、
短
い
毛
で

覆
わ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
未
熟

な
葉
は
寒
さ
の
害
に
遭
う
か
も
し
れ

な
い
。

冬
芽
の
中
に
は
、
少
数
の
芽
鱗
で

覆
わ
れ
て
い
る
芽
が
あ
る
。
樹
林
に

生
育
し
て
い
る
ア
オ
キ
は
、
厚
い
二

枚
の
芽
鱗
と
薄
い
二
枚
の
芽
鱗
で
冬

越
し
を
し
て
い
る
。
ネ
ジ
キ
や
マ
ル

バ
ア
オ
ダ
モ
で
は
厚
く
て
堅
い
二
枚

の
芽
鱗
で
覆
わ
れ
て
い
る
。

芽
鱗
を
作
ら
ず
、
普
通
葉
が
小
さ

く
な
っ
て
覆
っ
て
い
る
冬
芽
を
裸
芽

と
い
う
。「
母
と
子
の
森
」
の
ム
ラ

サ
キ
シ
キ
ブ
や
ク
ル
ミ
は
裸
芽
で
、

星
状
毛
を
ま
と
っ
た
小
さ
な
葉
で
覆

わ
れ
て
い
る
。
ア
ジ
サ
イ
で
は
、
成

長
が
終
わ
る
と
普
通
葉
が
そ
の
ま
ま

重
な
っ
て
冬
芽
に
な
る
。
展
開
を
途

中
で
停
止
し
た
葉
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
冬
芽
の
多
様
性
は
、

樹
木
が
個
々
の
成
長
様
式
に
合
わ
せ

て
進
化
さ
せ
て
き
た
結
果
で
あ
り
、

冬
芽
は
小
さ
な
存
在
で
は
あ
る
が
、

樹
木
の
冬
越
し
に
と
っ
て
は
大
き
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
。

京
都
御
苑
の
樹
木
の
用
意
周
到
な

冬
支
度
は
、
過
去
の
地
球
の
気
候
変

動
や
生
育
域
の
拡
大
へ
の
対
策
と
し

て
絶
え
間
な
い
試
行
錯
誤
を
行
っ
て

き
た
努
力
の
賜
物
で
あ
る
。
そ
の
成

果
を
愛
で
な
が
ら
、
今
日
の
急
速
な

地
球
温
暖
化
に
あ
た
っ
て
も
対
応
し

て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

（
京
都
自
然
観
察
学
習
会
／

神
戸
教
育
短
期
大
学
名
誉
教
授
）

アジサイの裸芽：
特別な対策はせず、
臨機応変

ハクモクレンの冬芽：
大切な花芽には暖か
い毛皮のコートを！

ま
す
。
し
か
し

そ
の
い
ず
れ
の

作
品
に
も
利
休

と
長
次
郎
が
目

指
し
た
「
わ
び

茶
」
が
内
在
し

て
お
り
、
樂
家

の
伝
統
の
奥
深

さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

ま
た
次
回
展
覧
会
で
は
、
新
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長次郎　黒樂茶碗　
銘万代屋黒　利休所持 
万代屋家伝来 文叔宗
守・啐啄斎箱書付

京都大学大学院地球環境学堂
京都御苑は、自然と文化が満ち溢れる場

研究員  王　聞

2022 年 5 月、京都御苑において京都
大学の野外実習「京都の自然と文化を
活かす」（担当：深町加津枝准教授）
が開催された。参加者は異なる学部の
学生 5 名で、皆御苑に訪れるのは初
めてだった。
京都市景観政策課担当者のお話を聞き
ながら現地を見学した学生たちは、「近
衞邸跡の糸桜や凝華洞跡の青紅葉、林
立する松、公家屋敷跡やその庭園の遺
構の配置にはそれぞれの意味があり、
奥深い」「東山の山稜や送り火が遠望
でき、遠くの山並みを眺める御苑の荘
重な雰囲気を感じた」と語っていた。
また、御苑の一部にある石垣と外周林
について、「御苑の独特な雰囲気を感
じさせるだけでなく、市街地の建物や
騒音を遮

しゃへい
蔽・遮断する役割もある」と

感じた学生もいた。
御苑緑地の多様な機能、随所に潜む歴
史文化を知れば、普段では考えられな
い多様な視点から改めて御苑の魅力を
感じ、今以上に御苑を楽しむことがで
きるだろう。本野外実習に参加し、京
都御苑に関する自然と文化に対する私
の追求心に火が付いた。

御苑での野外実習参加者たち
（閑院宮邸跡収納展示館前にて）

油小路通に面する樂美術館玄関

第一展示室



一般財団法人 国民公園協会 京都御苑
〒602-0881　京都市上京区京都御苑３

TEL　075-211-6364

白川書院 環境省京都御苑管理事務所

企画・発行／お問合せ先

編集 監修

編集後記

会員募集（2023年度）のお知らせ
2023年度（2023年1月〜12月）の
国民公園協会京都御苑会員を募集し
ます。
■ 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

■ 会員特典
1 京都御苑ニュースの送付
2 申し込み年度の葵祭及び時代祭の

観覧席招待券の進呈（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・お問合せ先
　（一財）国民公園協会京都御苑

■苑内利用施設・サービスのご案内

https://fng.or.jp/kyoto京都御苑 検索詳しくは

■イベントのお知らせ■イベントのお知らせ

明治初め大内保存事業により京都御苑が形
作られてから2023年で140年、戦後、国民公
園として再生して76年。かつて天皇や公家
の居所であった御所や御苑に対する京都の
人々の確かな想いが、御苑を見守り支え続け
てきたのだろうと思う。�（発行人　池田善一）

閑院宮邸跡収納展示館／京都御苑総合案内所

京都御苑南西角の閑院宮邸跡に建つ公家屋敷の
風格残る旧宮内省建物の遺構です。展示室では
京都御苑の歴史や自然をVR映像などで学べま
す。また京都御苑の総合案内所として、マップ
や苑内の見どころなど旬の情報を提供。
開館時間： 9:00～17:00（展示室は16:30まで）
休 館 日：年末年始　※展示室は月曜日閉室
アクセス： 御苑南西角　間之町口すぐ（地下鉄丸太

町①出口　市バス烏丸丸太町�徒歩5分）

拾
しゅうすいてい

翠亭（茶室）

五摂家の一つであった九條家別邸の遺構で、茶
室として江戸時代後期に建てられました。
公 開 日： 毎週木・金・土曜日、葵祭、時代祭� 9:30～

15:30�※諸事情により参観休止の場合あり。
　　　　　参観料　300円（高校生以上）
貸切利用：  茶会、句会、謡曲等の会合にご利

用できます（公開日除く）。有料
※詳細はホームページをご参照ください。

京都御苑情報館

中立売休憩所に隣接する新施設。京都御苑のジ
オラマ模型など御苑全体の歴史や自然を紹介し
ています。
開館時間： 9:00～16:30

休憩所（レストハウス・売店）

休憩やお食事・喫茶にご利用ください。京都御
苑オリジナルのお土産物も多数揃えています。

中立売休憩所（『京都御苑 檜垣茶寮』）
営業時間：�9:00～16:30
京都御所前に位置し、御苑の木々に囲まれた「森の
休憩所」。中立売駐車場に隣接し、京都御所参観
へのアクセスは抜群。セットメニューから軽食、カフェ
まで木の香る落ち着いた雰囲気の中でお食事がで
き、売店『檜垣』では、御所限定のオリ
ジナル商品を多数取り揃えています。
KYOTO-WiFi（無料）も利用可能。

近衞邸跡休憩所（『SASAYAIORI＋京都御苑』）
営業時間： 10:00～16:30（月曜日休館）
京都御苑北西部の近衞邸跡にあり、児童公園に
隣接。シダレザクラに囲まれゆったりと和スイーツで
カフェタイムをお過ごしください。KYOTO-WiFi（無

料）も利用可能。

清和院休憩所
京都御苑東部の京都仙洞御所や京都迎賓館参観
口前に位置し、清和院駐車場からも近接。
富小路休憩所（御苑南東富小路口すぐ、テニスコー
ト隣接）現在無料休憩所として利用できます。
※詳細はホームページをご参照ください。

運動施設

富小路テニスコート（5面）有料
富小路広場（6面）／今出川広場（3面）�有料
軟式野球・ソフトボールなどにご利用ください。
申し込み：（一財）国民公園協会京都御苑

駐車場

中立売駐車場（乗用車・バス併用／乗用車131
台・バス16台）
利用時間：乗用車�7:00～20:00（24時間出庫可）
　　　　　バ　ス�8:00～17:00　
料　　金：乗用車�800円（3時間まで）
　　　　　当日最大料金�1,200円　
　　　　　バス　2,000円（3時間まで）
●夜間のバス利用について
利用時間：入庫�17:00～20:00　出庫�翌朝8:00まで
料　　金：�1泊�3,000円
清和院駐車場（乗用車専用／81台）
利用時間：�7:00～20:00（24時間出庫可）
料　　金：�800円（3時間まで）
　　　　　当日最大料金�1,200円　
※�詳細はホームページをご参照ください。

京都御所の通年公開

公 開 日：  通年（事前申し込み不要／無料）
　　　　　ただし、下記は休みとなります。
　　　　　月曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　　年末年始（12月28日～1月4日）
　　　　　行事等実施のため支障のある日
公開時間：  12～2月/9:00～16:00（入場は15:20まで）
入 場 門： 御所清所門
アクセス：  御苑北西角　乾御門より�（地下鉄今出川
　　　　　③出口　市バス烏丸今出川　徒歩8分）
お問合せ：宮内庁京都事務所　☎075-211-1215

京都仙洞御所の参観

事前申し込みに加えて当日受付も行われています。
当日受付：  京都仙洞御所にて11時頃から先着順に

整理券を配布（満員になり次第終了）。
　　　　　当日受付枠は13:30、15:30。
　　　　　各時間とも定員は10名。
お問合せ：宮内庁京都事務所　☎075-211-1215

京都迎賓館一般公開

日本の歴史・文化を象徴する京都で、海外からの
賓客をお迎えし、日本への理解と友好を深めてい
ただくための国の迎賓施設です。
公開日程： 迎賓館のホームページでご確認ください。
参観料金： 大人�2,000円　大学生�1,500円
　　　　　中高生�700円
参観受付：�清和院休憩所

京都御苑Instagram／Twitterで最新情報をチェック！

@kyotogyoen_info @gyoen_info

お問合せ：迎賓館京都事務所　☎075-223-2301

京都御苑 自然ふれあいイベント

京都御苑 冬の自然教室
日　程：令和5年1月開催予定。
内　容：冬の御苑で見ることのできる生き物を観察します。
※詳細は決まり次第ホームページなどでお知らせします。

御所の華弁当 
右近の橘(刺身付き)

（要予約）

御苑ジオラマ模型など展示
＊京都御苑における新型コロナウイルス感染拡大防止対策について
■苑内のご利用に当たり次の予防対策にご理解、ご協力お願いいたします
◦マスク着用、咳エチケット　◦手洗い、手指の消毒　
◦ソーシャルディスタンスの確保　　
◦密集回避のためレジャーシートを使用する際は、人との距離を十分に保つ

@kyotogyoen_
resthouse

モズ 自然教室の様子京都御所 紫宸殿


