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守
ろ
う
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
　
毎
月
17
日
は
「
子
ど
も
安
全
の
日
」
で
す
。

【問合せ】学校教育課（蕁0742－34－4763）

2月
がつ

4日
か

は「立春
りっしゅん

」。まだまだ寒
さむ

いけれ

ど、暦
こよみ

の上
うえ

では「春
はる

」。この時期
じ き

になる

と梅
うめ

の花
はな

が咲
さ

き始
はじ

めるよね。

月ヶ瀬梅林
つ き が せ ば い り ん

と絵本
え ほ ん

「梅
うめ

と姫
ひめ

のものがたり」

私
わたし

の家
いえ

の庭
にわ

には梅
うめ

の木
き

があるんだ

けど、この前
まえ

、赤
あか

い花
はな

が咲
さ

いたよ。

月
ヶ
瀬

つ
き
が
せ小

学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う
の
巻ま
き

月
ヶ
瀬

つ

き

が

せ

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う

に
は
、

「
み
ん
な
輝か

が
や

く
、
つ
き
が

せ
っ
こ
」
と
い
う
学
校

が
っ
こ
う

目
標

も
く
ひ
ょ
う

が
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
、
ふ
る
さ
と
月
ヶ
瀬

つ

き

が

せ

か
ら

多お
お

く
の
こ
と
を
学ま

な

び
、
地
域

ち

い

き

の
人ひ

と

に
支さ

さ

え
ら
れ
て
い
る
学が

っ

校こ
う

で
す
。

本
校

ほ
ん
こ
う

で
は
、
地
域

ち

い

き

の
人ひ

と

を
ゲ
ス
ト
テ

ィ
ー
チ
ャ
ー
と
し
て
学が

っ

校こ
う

に
招ま

ね

い
た
り
、

児
童

じ

ど

う

が
地
域

ち

い

き

に
出で

か
け
た
り
し
て
、

地
域

ち

い

き

自
然

し

ぜ

ん

に
学ま

な

ぶ
、
歴
史

れ

き

し

や
文ぶ

ん

化か

に
学ま

な

ぶ
、
産
業

さ
ん
ぎ
ょ
う

に
学ま

な

ぶ
、
人ひ

と

か
ら
学ま

な

ぶ
な
ど

の
学
習

が
く
し
ゅ
う

活
動

か
つ
ど
う

を
行
っ
て
い
ま
す
。
た
と

え
ば
、
伝
統

で
ん
と
う

文
化

ぶ

ん

か

の
継
承

け
い
し
ょ
う

で
は
、「
尾
山

お

や

ま

万ま
ん

歳ざ
い

」「
子こ

ど
も
狂
言

き
ょ
う
げ
ん

」「
和
太
鼓

わ

だ

い

こ

」
な

ど
、
民
話

み

ん

わ

の
劇
化

げ

き

か

は
、「
園
生
姫
物
語

そ
の
お
ひ
め
も
の
が
た
り

」

「
お
こ
う
さ
ん
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

伝
統

で
ん
と
う

工
芸

こ
う
げ
い

で
は
、「
烏
梅

う

ば

い

」「
紅
花

べ
に
ば
な

染ぞ

め
」

「
奈
良
晒

な
ら
ざ
ら
し

」、
地
域

ち

い

き

産
業

さ
ん
ぎ
ょ
う

は
「
梅う

め

」「
茶ち

ゃ

」

な
ど
で
す
。
特と

く

に
、
梅う

め

に
関か

ん

す
る
学
習

が
く
し
ゅ
う

で
は
、
梅う

め

取と

り
、
梅う

め

づ
け
（
梅う

め

干ぼ

し
つ

く
り
）
か
ら
、
梅
林

ば
い
り
ん

清
掃

せ
い
そ
う

、
民
話

み

ん

わ

の

劇
化

げ

き

か

な
ど
へ
と
発は

っ

展て
ん

し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
学が

く

習し
ゅ
う

活
動

か
つ
ど
う

を
発
表

は
っ
ぴ
ょ
う

す

る
「
学が

く

習し
ゅ
う

発は
っ

表
会

ぴ
ょ
う
か
い

」

を
、
日
頃

ひ

ご

ろ

か
ら
支さ

さ

え
て
も
ら
っ
て
い

る
地
域

ち

い

き

の
人ひ

と

へ
の
お
礼れ

い

の
気
持

き

も

ち
も
込こ

め
て
、
開
催

か
い
さ
い

し
て
い
ま
す
。

5年生
ねんせい

による尾山万歳
おや ま ま ん ざ い

烏梅
う ば い

：「黒梅
くろうめ

」とも呼
よ

ばれ、梅
うめ

の実
み

を煙
けむり

でいぶした

ものです。昔
むかし

から「紅花
べにばな

染
ぞ

め」の媒染剤
ばいせんざい

や漢方薬
かんぽうやく

と

して使
つか

われてきたそうです。今
いま

から700年
ねん

ほど前
まえ

に

製法
せいほう

が伝
つた

えられたと言
い

われています。

現在
げんざい

烏梅
う ば い

は、日本
に ほ ん

で唯一
ゆいいつ

、月ヶ瀬
つ き が せ

の中西
なかにし

喜祥
き よ し

さん

が製造
せいぞう

しています。

春
はる

の訪
おとず

れを告
つ

げる梅
うめ

の花
はな

。

市
し

の東部
と う ぶ

、大和高原
や ま と こ う げ ん

に位置
い ち

する月ヶ瀬地区
つ き が せ ち く

は、梅
うめ

の

名所
めいしょ

として知
し

られています。月ヶ瀬梅林
つ き が せ ば い り ん

（梅渓
ばいけい

）は、

1922（大正
たいしょう

11）年
ねん

に名勝指定
めいしょうしてい

（日本国
に ほ ん こ く

政府
せ い ふ

が最
さい

初
しょ

に指定
し て い

した名勝
めいしょう

の一
ひと

つ）を受
う

けました。名張川
な ば り が わ

（五月川
さ つ き が わ

）をはさんだ両岸
りょうがん

に梅林
ばいりん

が広
ひろ

がり、毎年
まいとし

2月
がつ

中
なか

頃
ごろ

から3月
がつ

末
まつ

にかけて、「梅
うめ

まつり」が開催
かいさい

され、多
おお

く

の観光客
かんこうきゃく

が訪
おとず

れます。現在
げんざい

、約
やく

13,000本
ぼん

の梅
うめ

が栽
さい

培
ばい

されています。

月ヶ瀬梅林
つ き が せ ば い り ん

は、今
いま

から800年
ねん

ほど前
まえ

、菅原道真
すがわらのみちざね

が好
この

んだ梅
うめ

の木
き

を尾山
お や ま

に植
う

えたことが始
はじ

まりと言
い

われてい

ます。これは口伝
くちづた

えですが、実際
じっさい

に月ヶ瀬
つ き が せ

で一番
いちばん

古
ふる

い

木
き

として文化財
ぶ ん か ざ い

に指定
し て い

されている「桃仙
とうせん

の梅
うめ

」は、

樹齢
じゅれい

600年
ねん

と言
い

われています。

◆梅
うめ

バラの仲間
な か ま

の落葉
らくよう

低木
ていぼく

。300種類
しゅるい

以上
いじょう

の品
ひん

種
しゅ

があり、

花
はな

を観賞
かんしょう

するほか、果実
か じ つ

を梅
うめ

干
ぼ

し・梅
うめ

酒
しゅ

・ジャムなど

にして食
た

べる。加工
か こ う

することで、梅
うめ

の実
み

に含
ふく

まれる

成分
せいぶん

を体
からだ

に取
と

り入
い

れることができ、健康
けんこう

に良
よ

い食品
しょくひん

と

して知
し

られています。

◆絵本
え ほ ん

「梅
うめ

と姫
ひめ

のものがたり」

月ヶ瀬
つ き が せ

の歴史
れ き し

や烏梅
う ば い

のいわ

れなど、地域
ち い き

に伝
つた

わる話
はなし

を

後々
の ち の ち

まで伝
つた

えるため、絵本
え ほ ん

作成
さくせい

委員会
い い ん か い

を立
た

ち上
あ

げ、「梅
うめ

と

姫
ひめ

のものがたり」という美
うつく

し

い絵本
え ほ ん

ができあがりました。

（2004年
ねん

11月
がつ

発行
はっこう

）




