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甘
辛
チ
ャ
ン
ネ
ル 

【
綾
部
山
梅
林
】 

 
 
 

 

「
ひ
と
め
２
万
本
」
「
海
の

見
え
る
梅
林
」
「
馥
郁
た
る

梅
の
香
り
」
を
う
た
い
文
句

に
瀬
戸
内
海
国
立
公
園
、
播

州
「
綾
部
山
梅
林
」
に 

３
月

16
日
（
日
曜
日
）
お
天
気
も

よ
く
観
梅
し
て
き
た
。 

2
月

11
日
よ
り
3
月
21
日
ま
で

が
平
成
20
年
度
の
観
梅
期
間

で
し
た
。
平
成
19
年
度 

第

28
回
俳
句
大
会
の
入
賞
俳
句 

「
梅
の
山 

今
年
は
つ
い
に 

杖

借
り
て
」 

梅
林
に
は
有
名
な
人
た
ち

が
当
地
を
訪
れ
た
時
の
感
動

を
句
碑
に
残
し
た
り
、 

一
五

〇
〇
年
前
の
古
墳
群
が
あ
り
、

梅
林
の
中
で
も
瀬
戸
内
海
べ

り
に
西
走
す
る
綾
部
山
尾
根

上
に
あ
り
ま
す
。 

梅
園
は
昭
和
４３
年
（
１
９

６
８
年
）
、
今
か
ら
４０
年
前

土
地
改
良
付
帯
事
業
と
し
て
、

国
有
林
２
３
.
９
ヘ
ク
タ
ー

ル
を
開
墾
し
梅
を
植
え
た
こ

と
に
始
ま
る
。 

昭
和
４７
年
に
農
事
組
合
法

人
「
黒
崎
梅
園
組
合
」
と
し

て
国
有
林
払
下
げ
を
受
け
る
。

昭
和
４９
年
よ
り
観
梅
事
業
を

地
元
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
始

め
た
。 

梅
林
に
入
っ
て
、
梅
の
花

を
横
か
ら
眺
め
る
こ
と
が
多

い
が
、
梅
の
巨
大
な
古
木
の

畑
で
は
、
枝
の
下
に
入
っ
て

梅
の
花
を
日
に
か
ざ
し
て
眺

め
ら
れ
る
。 

見
晴
ら
し
台
付
近
か
ら
視

線
を
山
頂
や
平
野
、
瀬
戸
内

海
と
３
６
０
度
め
ぐ
ら
す
と

一
面
の
白
梅
、
紅
梅
、
ピ
ン

ク
色
な
ど
な
ど
色
と
り
ど
り

の
梅
林
が
開
け
て
ひ
と
目
２

万
本
も
決
し
て
誇
張
で
は
な

い
。 観

梅
期
間
中
は
、
瀬
戸
内

で
水
揚
げ
さ
れ
た
新
鮮
な
海

の
幸
と
、
婦
人
部
員
手
つ
く

り
の
野
菜
を
ふ
ん
だ
ん
に
使

っ
た
「
梅
弁
当
」
を
売
っ
て

い
る
。 

￥
８
０
０
で
梅
園
の
何
箇

所
か
で
甘
酒
を
ふ
る
ま
っ
て

く
れ
る
サ
ー
ビ
ス
券
を
同
時

に
く
れ
ま
す
。     

馥
郁
た
る
梅
の
香
り
、
梅

の
香
り
は
春
の
訪
れ
、
う
ら

ら
か
な
春
風
に
の
っ
て
、
小

鳥
達
が
園
内
を
さ
え
ず
り
、

瀬
戸
内
海
を
眺
め
な
が
ら
、

西
日
本
一
の
梅
の
里
と
し
て

綾
部
山
梅
林
は
長
く
人
々
に

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。    

梅
の
木
主
要
品
種
： 

７０
％
の
玉
英
は
開
花
時
期

２
月
中
旬
～
３
月
下
旬
、 

用
途
は
梅
酒
、
シ
ロ
ッ
プ 

２０
％
の
林
州
は
開
花
時
期

２
月
上
旬
～
３
月
中
旬
、 

用
途
は
梅
干
し 

１０
％
の
小
梅
類
は
開
花
時

期
２
月
下
旬
～
３
月
中
旬
、 

 

用
途
は
梅
干
し     

梅
園
の
入
り
口
は
山
裾
に

あ
っ
て
登
山
道
を
山
頂
へ
と

梅
林
は
つ
づ
く
。
視
界
が
ひ

ら
け
て
く
る
と
、
も
っ
と
眺

め
が
い
い
と
こ
ろ
へ
と
い
う

欲
望
か
ら
山
頂
へ
山
頂
へ
と

気

持

を

そ

そ

ら

れ

る

。    
 
 

弁
当
を
開
い
て
食
べ
な
が
ら

ふ
と
上
を
見
る
と
白
梅
の
蕾
、

や
開
い
た
花
び
ら
が
青
々
と

し
た
空
に
映
え
て
す
が
す
が

し
い
気
持
に
な
り
ま
し
た
。   

結
果
と
し
て
は
最
高
の
見

晴
ら
し
所
と
し
て
自
他
と
も

に
認
め
る
が
、
更
に
山
頂
へ

と
昇
っ
て
い
く
の
が
人
情
だ
。     

Ｔ
.
Ｎ 

   

【
弥
生
の
季
節
に 

思
う
こ
と
】  

春
眠
暁
を
覚
え
ず
・
・
・
、

奈
良
の
お
水
取
り
も
終
わ
り

太
陽
の
光
が
明
る
く
眩
し
い

程
に
な
り
、
冬
眠
か
ら
目
覚

め
た
生
き
も
の
達
。
樹
々
は

芽
吹
い
た
り
開
花
。
鳥
は
「
春

だ
よ
」
と
歌
っ
て
く
れ
ま
す
。

で
も
、
こ
の
自
然
と
は
裏
腹

に
官
庁
は
い
つ
ま
で
も
「
こ

も
巻
き
（
菰
巻
き
）
」
を
し

て
は
い
ま
せ
ん
か
。
世
界
中

は
常
に
小
競
り
合
い
。
武
器

の
代
わ
り
に
投
石
、
或
い
は

女
性
に
依
る
自
爆
テ
ロ
等
々
、

何
と
も
棹
ま
し
い
事
件
の
報

道
に
胸
が
痛
み
ま
す
。 

富
め
る
民
、
貧
し
い
民
、

何
と
不
公
平
な
の
だ
ろ
う
。 

幼
い
子
供
は
学
ぶ
事
も
出

来
ず
、
日
々
の
生
活
の
為
に

河
か
ら
宝
石
の
原
石
を
拾
い
、

僅
少
の
価
格
で
売
り
家
族
の

生
活
を
支
え
て
い
る
。 

あ
る
国
は
、
病
気
や
テ
ロ

に
依
り
両
親
を
失
い
住
む
と

こ
ろ
も
無
く
、
マ
ン
ホ
ー
ル

の
中
で
夜
露
を
し
の
い
で
い

る
。
い
つ
の
時
代
で
も
、
ど

ん
な
政
治
下
に
あ
っ
て
も
貧

富
の
差
は
終
わ
ら
な
い
。 

悪
事
を
し
た
り
騙
し
た
り

し
て
冨
を
得
て
い
る
者
も
い

る
。 〝

悪
銭
身
に
つ
か
ず
゛
の

諺
の
如
く
罰
を
受
け
る
者
が

続
々
と
出
て
来
ま
す
。 

戦
後
、
日
本
も
貧
し
く
、

残
飯
を
あ
さ
っ
て
い
た
。
住

む
家
も
無
く
戦
災
孤
児
達
が

靴
磨
き
を
し
た
り
、
モ
ク
拾

い
（
タ
バ
コ
の
吸
い
が
ら
）

を
し
て
日
々
の
糧
を
得
て
夜

は
路
上
で
眠
っ
て
い
た
。 

戦
勝
国
や
諸
外
国
か
ら
ラ

ラ
物
資
な
ど
が
送
ら
れ
、
学

校
給
食
が
始
ま
っ
た
。 

世
界
の
国
々
で
植
民
地
か

ら
独
立
を
得
た
国
々
が
ま
だ

ま
だ
立
ち
上
が
れ
て
い
な
い

国
も
あ
る
。 

戦
後
、
諸
外
国
か
ら
援
助

を
受
け
た
私
達
が
、
貧
し
い

国
の
人
々
に
、
特
に
子
供
達

の
成
長
を
守
っ
て
あ
げ
ね

ば
・
・
・
。 

 

「
貧
者
の
一
灯
」
こ
の
素
晴

ら
し
い
言
葉
を
心
に
深
く
刻

ん
で
行
き
た
い
！
Ｎ
・
Ｙ 

ヒヤシンス 
(風信子、飛信子) 

花期：球根性多年草、耐寒性秋植え球根を

植えて春先に花を咲かせる。 

花言葉：悲しみをこえた愛 

鉢植えや、水栽培などで観賞される。 

ヒヤシンスの名前は、ギリシャ神話の美青

年「ヒュアキントス」から由来する。 

彼は愛する医学の神「アポロン」と一緒に

円盤投げに興じていた。それを見ていた西風

の神「ゼビュロス」はやきもちを焼いて意地

悪な風を起こした。その風によって「アポロ

ン」の投げた円盤が「ヒュアキントス」の額

に直撃してしまった。医学の神「アポロン」

の懸命の治療も甲斐なく大量の出血で「ヒュ

アキントス」は死んだ。ヒアシンスはこの時

の大量の血から生まれた花とされる。古代ギ

リシャでは同性愛は普通でいずれの神も男性

であるとか。Ｔ．Ｎ 

  

四 季 彩 
 

会 
員 
だ 

よ 

り 

今月の行事 

２０年度総会 

４月１７日 

たかつき春の市 

４月２６日 
ご協力お願いします。 


