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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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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
。

京都御苑からみえる雪の大文字

京都御苑内にある宗像神社のクスノキ

京都御苑冬の野鳥マップ北
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教育のフィールドとしての
京都御苑の重要性
深町　加津枝

大
文
字
の
山
を
登
り
京

都
の
市
街
地
を
見
下
ろ
す

と
、
三
山
に
囲
ま
れ
た
歴

史
都
市
、
京
都
の
緑
の
様

子
が
一
望
で
き
ま
す
。
気

が
つ
く
の
は
、
市
街
地
の

中
に
点
在
す
る
緑
の
中
で
、

ひ
と
き
わ
目
立
つ
京
都
御

苑
の
存
在
で
す
。「
緑
地

計
画
学
」
と
い
う
大
学
の

授
業
で
は
、
京
都
の
緑
地

の
現
状
を
理
解
す
る
た
め
、

ま
ず
は
、
身
近
な
フ
ィ
ー

ル
ド
で
あ
る
東
山
に
、
そ

し
て
、
京
都
を
代
表
す
る

緑
地
で
あ
る
京
都
御
苑
を

訪
れ
る
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。都

市
中
心
部
の
ま
と

ま
っ
た
緑
地
と
し
て
京
都

御
苑
が
果
た
し
て
き
た

役
割
は
計
り
知
れ
ま
せ

ん
。
例
え
ば
、
京
都
御
苑

の
面
積
は
六
十
三
ha
ほ
ど

で
す
が
、
生
育
す
る
植
物

は
五
百
種
を
超
え
、
オ
オ

タ
カ
や
ア
オ
バ
ズ
ク
が
訪

れ
る
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

歴
史
の
紐
を
解
く
と
、
今

日
の
京
都
御
苑
の
緑
は
、

明
治
期
以
降
の
植
栽
に
お

う
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で

す
が
、
造
園
の
プ
ロ
に
よ

る
絶
え
間
な
い
手
入
れ
の

積
み
重
ね
と
、
自
然
そ
の

も
の
に
対
す
る
敬
意
と
が

重
な
り
合
っ
て
豊
か
な
自

然
環
境
が
育
ま
れ
て
き
た

と
い
え
ま
し
ょ
う
。

授
業
で
は
、
主
に
都
市

に
位
置
す
る
孤
立
し
た
緑

地
お
よ
び
構
成
要
素
と
な

る
植
物
の
特
徴
、
管
理
方

法
に
関
す
る
理
解
を
深

め
る
こ
と
を
目
的
に
し
て

い
ま
す
。
参
加
す
る
学
生

の
多
く
は
、
訪
れ
る
ま
で

京
都
御
苑
の
緑
地
に
つ
い

て
漠
然
と
し
た
印
象
し
か

も
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
の

お
話
し
を
聞
き
な
が
ら
、

じ
っ
く
り
と
緑
に
触
れ
る

中
で
、
実
感
を
持
っ
て
緑

地
の
重
要
性
を
理
解
し
て

い
き
ま
し
た
。
閑
院
宮
邸

跡
に
あ
る
京
都
御
苑
の
自

然
や
歴
史
に
関
す
る
展
示
、

「
京
都
御
苑
歴
史
ふ
れ
あ

い
の
道
」
の
仕
掛
け
な
ど

も
、
よ
い
教
材
と
な
っ
て

い
ま
す
。

授
業
に
参
加
し
た
学
生

の
感
想
を
い
く
つ
か
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。「
山

間
部
に
行
け
ば
も
っ
と
多

く
の
緑
が
広
が
っ
て
い
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
ま

で
足
を
運
ぶ
の
は
な
か
な

か
難
し
い
。
都
市
の
真

ん
中
に
存
在
す
る
こ
の
京

都
御
苑
は
地
域
と
密
着
し

て
お
り
、
日
常
的
に
利
用

さ
れ
て
い
る
。
人
に
と
っ

て
も
生
物
に
と
っ
て
も
利

用
し
や
す
い
場
、
そ
れ
が

こ
の
京
都
御
苑
だ
と
思

う
。
三
方
を
山
に
囲
ま
れ

た
京
都
の
中
心
に
存
在
す

る
緑
は
、
人
と
生
物
の
接

点
と
な
っ
て
い
る
と
思

う
。」。「
京
都
御
苑
に
は

樹
齢
六
百
年
を
超
え
る
と

い
わ
れ
る
ク
ス
ノ
キ
を
は

じ
め
、
ケ
ヤ
キ
、
エ
ノ
キ
、

イ
チ
ョ
ウ
な
ど
の
巨
木
が

あ
り
、
京
都
の
歴
史
の
深

さ
を
体
現
し
て
い
る
。
長

い
歴
史
を
経
て
形
成
さ
れ

た
景
観
は
圧
倒
的
な
存

在
感
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

巨
木
が
多
い
こ
と
で
、
周

囲
に
立
つ
ビ
ル
が
御
苑
内

か
ら
見
え
る
の
を
多
少
軽

減
す
る
効
果
も
あ
る
よ
う

だ
。」。「
授
業
を
受
け
る

ま
で
は
植
物
の
名
前
も
ほ

と
ん
ど
知
ら
ず
、
都
市
の

中
の
緑
の
価
値
を
考
え
る

こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
植

物
を
み
て
美
し
い
と
感
じ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
べ

て
は
経
験
す
る
こ
と
に
価

値
が
あ
る
と
思
う
。
す
べ

て
の
人
が
自
然
環
境
保
全

の
論
理
を
理
解
す
る
の
は

困
難
か
も
し
れ
な
い
が
、

植
物
を
見
て
気
持
ち
を
表

現
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ

ろ
う
。
京
都
御
苑
に
は
多

様
な
植
物
が
あ
り
年
中
行

事
も
行
わ
れ
、
都
市
に
い

な
が
ら
四
季
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
。
自
然
の
豊

か
さ
を
経
験
す
る
こ
と
に

よ
り
、
一
人
一
人
の
意
識

が
変
わ
る
の
で
は
な
い
か

と
感
じ
る
。」。

こ
の
よ
う
に
、
京
都
御

苑
の
歴
史
に
裏
打
ち
さ
れ

た
緑
に
触
れ
る
こ
と
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
学
生
が
身
近
で

貴
重
な
自
然
や
文
化
に
向

き
合
う
契
機
と
な
り
、
都
市

の
中
の
緑
の
大
切
さ
を
感

じ
と
っ
て
い
ま
し
た
。
教
育

の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
の

京
都
御
苑
の
価
値
と
魅
力

を
改
め
て
見
直
し
、
教
育
の

場
と
し
て
さ
ら
に
活
用
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い

ま
す
。（

京
都
大
学
准
教
授
）

京
都
御
苑
で
は
、
年
間

を
通
じ
て
約
百
種
の
野
鳥

が
観
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

冬
は
、
樹
木
が
落
葉
し
野

鳥
の
姿
が
見
や
す
く
な
る

う
え
に
、
留
鳥
の
他
に
冬

越
し
に
や
っ
て
き
た
野
鳥

が
見
ら
れ
る
の
で
、
バ
ー

ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
に
適
し

た
季
節
の
一
つ
で
す
。

そ
れ
で
は
、
観
察
ポ
イ

ン
ト
を
幾
つ
か
あ
げ
て
み

ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
最
も
観
察
し
や

す
い
の
は
、
母
と
子
の
森

の
バ
ー
ド
バ
ス
で
す
。バ
ー

ド
バ
ス
は
一
㎡
に
満
た
な

い
切
石
を
数
段
組
み
合
わ

せ
、
そ
こ
に
小
さ
な
く
ぼ

み
を
作
っ
た
小
さ
な
水
場

で
す
が
、
人
気
の
ス
ポ
ッ

ト
で
す
。
お
馴
染
み
の

シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
や
メ
ジ
ロ
、

人
懐
っ
こ
い
ヤ
マ
ガ
ラ
、

冬
越
し
に
や
っ
て
き
た
ア

オ
ジ
や
ビ
ン
ズ
イ
、
シ
メ

な
ど
が
代
わ
る
代
わ
る
水

浴
び
や
水
飲
み
に
や
っ
て

き
ま
す
。
観
察
し
て
い
る

と
季
節
や
時
間
帯
、
天
候

に
よ
り
、
よ
く
来
る
時
間

と
来
な
い
時
間
が
あ
る
の

が
わ
か
り
ま
す
。

次
に
、
草
地
に
目
を
移

し
て
み
る
と
、
足
を
交
互

に
だ
し
て
歩
い
て
い
る
ビ

ン
ズ
イ
や
、
数
歩
歩
い
て

は
胸
を
張
る
姿
が
特
徴

の
ツ
グ
ミ
が
目
立
ち
ま

す
。
ま
た
、
砂
利
敷
き
の

苑
路
で
は
、
冬
鳥
の
ハ
ク

セ
キ
レ
イ
が
見
ら
れ
ま
す

が
、
よ
く
似
た
留
鳥
の
セ

グ
ロ
セ
キ
レ
イ
も
い
る
の

で
色
合
い
や
鳴
き
声
な
ど

の
違
い
を
よ
く
観
察
し

な
い
と
見
間
違
い
そ
う
で

す
。
御
苑
の
外
周
林
沿
い

や
神
社
周
辺
な
ど
の
樹
林

で
は
、
落
ち
葉
を
ひ
っ
く

り
返
し
ミ
ミ
ズ
な
ど
を
探

し
て
い
る
シ
ロ
ハ
ラ
や
鵺ぬ

え

と
言
わ
れ
て
い
る
ト
ラ
ツ

グ
ミ
、
ル
リ
ビ
タ
キ
や
ア

オ
ジ
な
ど
が
見
ら
れ
ま
す
。

樹
上
で
は
、
イ
カ
ル
が
パ

チ
パ
チ
と
エ
ノ
キ
や
ム
ク

ノ
キ
の
種
を
割
る
音
が
聞

こ
え
て
き
ま
す
。
稀
に
シ

メ
や
コ
イ
カ
ル
が
混
じ
っ

て
い
る
時
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
他
、
樹
木
の
枝

先
で
は
キ
リ
コ
ロ
コ
ロ

ビ
ィ
ー
ン
と
カ
ワ
ラ
ヒ
ワ

が
鳴
き
、
九
條
池
や
近
衞

池
な
ど
で
は
、
マ
ガ
モ
や

カ
ル
ガ
モ
な
ど
の
カ
モ
類

や
カ
ワ
セ
ミ
な
ど
の
水
辺

の
野
鳥
が
見
ら
れ
、
閑
院

宮
邸
跡
の
池
に
は
、
イ
カ

ル
の
群
れ
が
朝
早
く
水
を

飲
み
に
や
っ
て
く
る
の
は

壮
観
で
す
。

是
非
、
冬
の
御
苑
で

バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
を

楽
し
ん
で
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
。

（
京
都
御
苑
管
理
事
務
所

庭
園
科
長
）

冬
の
野
鳥 

　
　

中
西

　甚
五
郎

閑院宮邸跡収納展示室
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ザ
ク
ラ
な
ど
の
蜜
の
ほ
か

ケ
ヤ
キ
、
シ
ャ
リ
ン
バ
イ
、

サ
ン
ゴ
ジ
ュ
な
ど
の
木
の

実
（
写
真
②
）
な
ど
合
計

四
十
四
種
も
の
植
物
を
利

用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
第
二
位
は
ヒ

ヨ
ド
リ
の
三
十
三
種
で
第

三
位
の
ハ
シ
ブ
ト
ガ
ラ
ス

  
        

会　員　募　集

催　事　案　内
■平成21年京都御苑自然教室
　一般の方を対象とした自然教室の今後の予定は、下記
の通りです。都市の中では貴重な緑をもつ御苑で、冬の
自然を観察しましょう。

　　冬の自然教室“冬の御苑にふれよう”
　　平成22年1月17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
内　　容　京都自然観察学習会の先生方に指導して頂きます。
　　　　　冬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
　　　　　（京都御苑南西角 間之町口）
受付方法　当日、集合場所に午前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
　　　　　れば便利です。
＊以降も春、夏、秋、冬と四季折々、自然
　教室を予定しています。
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

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

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

近衛池周辺、母と子の森
白雲神社周辺

サ ザ ン カ

ウ メ

ヤブツバキ

日時　平成22年1月19日（火）～3月14日（日）（月曜休館）
　　　9：00～16：00 （16：30閉館）
場所　京都御苑内　閑院宮邸跡レクチャーホール（御苑南西部）
主催　環境省京都御苑管理事務所
協力　宮内庁京都事務所、皇宮警察本部京都護衛署、
　　　内閣府迎賓館京都事務所、㈶国民公園協会京都御苑

写真で見る京都御苑
～過去との出会いと新たな発見～

京都御苑の写真展を開催します。
御苑の自然や歴史などの見どころ、職員だから知っている御苑の
魅力を写真で紹介します。
大正・昭和初期に撮影された苑内の写真も展示します。

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

P

樹
木
か
ら
の
贈
り
物
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　西
台

　律
子

写真①　ナンキンハゼをついばむコイカル

写真③　モッコクをついばむコゲラ

写真②　サンゴジュをついばむメジロ　

二
十
三
種
よ
り
十
種
も
多

く
の
種
類
を
利
用
し
て
い

ま
し
た
。
メ
ジ
ロ
も
ヒ
ヨ

ド
リ
も
カ
ラ
ス
も
よ
く
鳴

き
交
わ
し
な
が
ら
餌
の
情

報
を
伝
え
合
っ
て
い
ま
す
。

単
独
で
越
冬
し
て
い
る
個

体
よ
り
情
報
を
的
確
に
伝

え
ら
れ
る
こ
と
も
上
位
を

占
め
る
理
由
と
な
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。
カ
ラ
ス

を
追
い
抜
い
た
原
因
は
、

メ
ジ
ロ
と
ヒ
ヨ
ド
リ
の

く
ち
ば
し
に
も
あ
り
ま
す
。

ど
ち
ら
も
細
く
て
長
く
蜜

を
吸
う
の
に
適
し
て
い
ま

す
。
蜜
を
吸
え
る
と
い
う

点
で
よ
り
有
利
に
な
っ
た

と
い
う
わ
け
で
す
。
で
も
、

昆
虫
、
カ
エ
ル
、
ザ
リ
ガ

ニ
な
ど
の
生
き
物
も
含
め

る
と
、
と
て
も
カ
ラ
ス
に

は
か
な
わ
な
い
で
し
ょ
う
。

カ
ラ
ス
の
食
性
は
驚
く
ほ

ど
多
様
だ
か
ら
で
す
。

庭
に
鳥
を
呼
び
寄
せ
る

木
を
植
え
た
い
と
い
う

相
談
を
よ
く
聞
き
ま
す

が
、
そ
れ
も
第
六
集
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。
第
一
位

は
モ
ッ
コ
ク
で
コ
サ
メ

ビ
タ
キ
や
ム
ギ
マ
キ
、
キ

ビ
タ
キ
、
コ
ゲ
ラ
（
写
真

③
）
な
ど
二
十
九
種
も
の

小
鳥
が
熟
し
た
実
を
つ
い

ば
み
に
や
っ
て
き
ま
し

た
。
キ
ツ
ツ
キ
の
仲
間
は

昆
虫
や
そ
の
幼
虫
な
ど
を

主
に
餌
と
し
て
い
ま
す
が
、

二
〇
〇
〇
年
に
ほ
ぼ
毎
日
、

モ
ッ
コ
ク
の
実
が
な
く
な

る
ま
で
コ
ゲ
ラ
が
つ
い
ば

み
に
や
っ
て
き
た
と
き
は
、

と
て
も
愉
快
で
し
た
。

第
二
位
は
、
ム
ク
ノ
キ

で
二
十
六
種
も
の
野
鳥
が

つ
い
ば
ん
で
い
ま
し
た
。

ム
ク
ノ
キ
は
わ
た
く
し
が

幼
小
の
こ
ろ
苑
内
で
お
や

つ
と
し
て
毎
日
拾
い
に
き

て
い
た
く
ら
い
で
す
の
で
、

干
し
柿
と
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー

を
混
ぜ
た
よ
う
な
美
味
で

す
。
な
ぜ
一
位
に
な
ら
な

か
っ
た
の
か
が
不
思
議
で

す
。第

三
位
は
エ
ノ
キ
で

す
。
ア
オ
ゲ
ラ
が
連
日
つ

い
ば
み
に
や
っ
て
き
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
野
鳥
の

写
真
を
数
多
く
撮
り
た
い

と
き
は
、
黒
っ
ぽ
く
熟
し

た
エ
ノ
キ
の
実
の
近
く
で

待
つ
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

あ
る
と
き
に
は
、
ジ
ョ
ウ

ビ
タ
キ
、
ツ
グ
ミ
、
イ
カ

ル
、
コ
イ
カ
ル
、
メ
ジ
ロ

が
や
っ
て
き
て
シ
ャ
ッ

タ
ー
チ
ャ
ン
ス
に
戸
惑
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
野

鳥
観
察
も
小
鳥
た
ち
の
好

む
樹
木
を
知
っ
て
い
れ
ば
、

う
ま
く
出
会
え
る
可
能
性

も
高
く
な
る
と
い
う
わ
け

で
す
。
こ
れ
こ
そ
バ
ー
ド

ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
の
秘
策
と

い
え
ま
す
。

苑
内
の
小
鳥
た
ち
は
、

樹
木
か
ら
の
贈
り
物
を

し
っ
か
り
受
け
止
め
、
お

礼
に
糞
を
ば
ら
ま
き
、
新

し
い
芽
が
育
つ
手
助
け
を

し
て
く
れ
ま
す
。
ま
さ
に

御
苑
の
森
の
拡
散
に
一
役

か
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け

で
す
。

（
京
都
自
然
観
察
学
習
会
）

雪
で
書
か
れ
た
大
文
字

を
背
に
清
和
院
御
門
を
く

ぐ
り
抜
け
ま
す
。
左
手
に

は
仙
洞
御
所
の
築
地
塀
が

矢
の
射
る
が
ご
と
く
、
直

線
を
描
い
て
い
ま
す
。
足

元
を
見
る
と
、
淡
く
積

も
っ
た
雪
が
早
く
も
溶
け

出
し
、
朝
一
番
に
つ
け
ら

れ
た
足
跡
も
少
し
づ
つ
消

え
て
い
き
ま
す
。
京
都
御

所
に
向
か
っ
て
し
ば
ら
く

歩
く
と
右
手
に
駒
札｢

土

御
門
第
跡｣

が
あ
り
ま
す
。

そ
の
昔
、
こ
の
あ
た
り
に

関
白
太
政
大
臣
藤
原
道
長

が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
駒

札
の
小
さ
な
屋
根
に
も

淡
雪
が
積
も
っ
て
い
ま

す
。
周
り
を
見
回
し
な
が

ら
駒
札
の
文
面
を
読
み
だ

す
と
、
雅
楽
の
音
が
聞
こ

え
て
く
る
錯
覚
に
陥
り
ま

す
。
い
つ
の
間
に
か
見
た

こ
と
も
な
い
、
道
長
の
大

邸
宅
が
霞
ん
で
見
え
て
き

ま
す
。
道
長
が
歌
を
詠
む

声
も
響
い
て
き
ま
す
。「
此

の
世
を
ば
我
が
世
と
ぞ
思

う
望
月
の
欠
け
た
る
事
も

無
し
と
思
へ
ば
」、
酒
を

酌
み
交
わ
す
音
、
衣
擦
れ

の
音
も
風
に
紛
れ
て
聞
こ

え
て
き
ま
す
。
約
一
千
年

前
の
世
界
が
、
今
も
そ
こ

に
あ
る
よ
う
で
す
。

松
か
ら
落
下
し
た
雪
の

音
で
気
が
つ
く
と
、
粉
雪

が
舞
い
降
り
て
い
ま
す
。

作
業
衣
の
襟
を
立
て
、
し

ば
ら
く
歩
く
と
京
都
御

所
の
南
東
の
角
に
出
ま
す
。

目
の
前
に
建
春
門
が
あ
り

ま
す
。
か
っ
て
は
日
御
門

と
呼
ば
れ
内
侍
所
へ
の
入

り
口
で
し
た
が
、
近
世
か

ら
は
皇
后
が
出
入
り
さ
れ

る
門
に
な
り
ま
す
。
お
も

む
ろ
に
近
づ
き
、
下
か
ら

眺
め
れ
ば
美
し
い
圧
迫

を
感
じ
ま
す
。
御
所
六
門

の
う
ち
で
は
も
っ
と
も
外

観
が
華
や
か
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
雪
が
加
わ
っ

た
情
景
は
さ
ら
に
、
王
朝

の
世
界
を
浮
か
び
だ
し
ま

す
。
北
を
向
く
と
遠
目
に

真
っ
白
な
北
山
が
見
え
ま

す
。
多
く
の
公
家
達
が
こ

の
地
か
ら
雪
の
北
山
を
眺

め
歴
史
を
刻
ん
で
い
っ
た

事
で
し
ょ
う
。
皇
女
和
宮

の
生
家
、
橋
本
家
も
数
十

メ
ー
ト
ル
先
に
あ
り
ま
し

た
。
開
国
か
攘
夷
か
、
運

命
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
公

武
合
体
に
よ
っ
て
皇
女
和

宮
は
十
四
代
将
軍
御
台
所

と
し
て
降
嫁
し
ま
す
。
橋

本
家
の
建
物
も
す
で
に
な

く
、
雪
化
粧
を
し
た
草
地

だ
け
が
迎
え
て
く
れ
ま

す
。
現
在
の
御
所
が*

里

内
裏
か
ら
内
裏
に
な
る
の

は
南
北
朝
時
代
が
終
わ
る

一
三
九
二
年
の
事
で
す
。

光
厳
天
皇
時
代（
一
三
三
一

年
～
一
三
三
三
年
）
か
ら

里
内
裏
で
あ
っ
た
土
御
門

東
洞
院
第
が
御
所
に
な
る

わ
け
で
す
。
当
時
と
変
わ

ら
な
い
「
比
叡
お
ろ
し
」

の
風
が
粉
雪
を
撒
き
散
ら

し
な
が
ら
通
り
過
ぎ
て
い

き
ま
す
。

*

里
内
裏
と
は
内
裏
の
外
に
臨

時
に
設
け
ら
れ
た
皇
居

（
㈶
国
民
公
園
協
会京都

御
苑
）

京
都
御
苑
で
は
色
と
り

ど
り
の
樹
木
が
美
し
い
秋

を
演
出
し
ま
す
。
そ
し
て
、

豊
か
な
木
の
実
が
多
く
の

小
鳥
た
ち
を
呼
び
寄
せ
ま

す
。
厳
し
い
冬
を
乗
り
越

え
る
た
め
に
は
る
か
遠
く

シ
ベ
リ
ア
か
ら
も
渡
っ
て

き
ま
す
。
御
苑
で
は
お
な

じ
み
の
イ
カ
ル
の
群
れ
に

混
じ
っ
て
数
羽
の
コ
イ
カ

ル
が
エ
ノ
キ
や
ア
キ
ニ
レ
、

ナ
ン
キ
ン
ハ
ゼ
の
実
を
つ

い
ば
み
に
き
ま
す
（
写
真

①
）。
コ
イ
カ
ル
は
、
主

に
朝
鮮
半
島
や
中
国
北
東

部
か
ら
渡
っ
て
く
る
冬
鳥

で
す
。

野
鳥
の
食
性
に
つ
い
て

は
、
一
九
九
二
年
よ
り

二
〇
〇
八
年
ま
で
に
確
認

で
き
た
種
を
京
都
御
苑
自

然
現
況
調
査
報
告
第
六
集

に
記
載
し
て
い
ま
す
が
、

実
に
多
く
の
種
類
の
植
物

を
活
用
し
て
い
る
こ
と
に

驚
き
ま
し
た
。
予
想
で
は
、

カ
ラ
ス
が
最
も
多
く
の
草

木
を
利
用
し
て
い
る
も
の

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
一
位
は
意
外
に

も
愛
ら
し
い
小
さ
な
メ
ジ

ロ
だ
っ
た
の
で
す
。
メ
ジ

ロ
は
、
サ
ザ
ン
カ
や
ヤ
マ
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