
が
桜
を
植
え
た
と
い
う
証
言
も
あ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
明
治
41
年
に
は
同
支
部
内
で
植
栽

が
始
ま
っ
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
。
そ

し
て
明
治
42
年
、
初
代
分
厩
所
長
と
な
っ
た

二
宮
中
尉
の
指
揮
の
も
と
、
技
手
久く

ぼ

た
保
田

峯み
ね
お男

氏
が
植
え
付
け
の
任
に
あ
た
り
、
ま
き

ば
の
桜
の
原
形
と
な
る
「
軍
馬
の
桜
」
が
誕

生
し
た
の
で
す
。

　

植
栽
か
ら
20
年
近
く
を
経
過
し
て
桜
並
木

は
大
き
く
、
見
事
に
成
長
し
ま
す
。
大
正
か

ら
昭
和
の
初
め
に
は
小
林
商
工
会
が
観
桜
会

を
開
催
。
そ
の
後
、一
般
に
開
放
さ
れ
る
と
、

桜
の
ト
ン
ネ
ル
「
軍
馬
の
桜
」
と
し
て
広
く

九
州
一
円
に
知
ら
れ
、「
さ
く
ら
祭
り
」
は

多
く
の
人
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
実
際
に
、
門

司
鉄
道
局
（
現
在
の
Ｊ
Ｒ
九
州
）
が
臨
時
増

便
を
行
い
、
花
見
列
車
を
仕
立
て
た
ほ
ど
の

盛
況
ぶ
り
。
祭
り
は
第
二
次
世
界
大
戦
終
戦

前
後
に
一
時
途
絶
え
た
も
の
の
、
戦
後
、
昭

和
22
年
に
復
活
し
、
市
史
第
三
巻
に
は
、
同

年
4
月
8
日
の
「
日
向
日
日
新
聞
」
の
記
事

が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
軍
馬
の
桜
｜
今
が
見
ご
ろ
｜
県
内
第
一
を

誇
る
小
林
町
の
「
軍
馬
の
桜
」
は
七
・
八
日

が
満
開
、
宮
崎
交
通
の
臨
時
バ
ス
も
桜
客
で

連
日
超
満
員
の
盛
況
、
町
内
は
こ
れ
ら
の
花

見
客
で
ゴ
ッ
タ
返
し
…
』

　

ま
た
、
敗
戦
に
よ
り
軍
馬
補
充
部
が
廃
止

さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
昭
和
23
年
に
発
足
し

た
小
林
商
工
会
議
所
は
「
軍
馬
の
桜
」
か
ら

「
牧ま

き
ば場

の
桜
」
に
名
称
を
変
更
。
市
史
第
三

巻
に
は
同
年
3
月
29
日
の「
日
向
日
日
新
聞
」

が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
九
州
一
を
誇
る
小
林
「
牧ま

き
ば場

の
さ
く
ら
」

は
例
年
よ
り
一
〇
日
も
早
く
今
が
盛
り
、

二
七
日
か
ら
幕
を
開
い
た
さ
く
ら
祭
り
は
久

し
ぶ
り
の
快
晴
と
土
曜
日
と
つ
づ
く
絶
好
の

条
件
に
恵
ま
れ
ど
っ
と
押
し
寄
せ
た
花
見
客

は
郡
内
は
も
と
よ
り
遠
く
鹿
児
島
、
宮
崎
、

熊
本
方
面
か
ら
の
団
体
客
も
ま
じ
り
二
日
間

で
五
万
人
…
』

　

九
州
一
と
う
た
わ
れ
、
市
民
の
誇
り
へ
と

成
長
し
た
「
ま
き
ば
の
桜
」。
し
か
し
、
そ

の
樹
勢
は
少
し
ず
つ
、
そ
し
て
確
実
に
、
衰

え
を
見
せ
始
め
て
い
ま
し
た
。

　

お
よ
そ
60
年
と
い
わ
れ
る
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ

の
寿
命
。
昭
和
30
年
代
に
は
、
当
初
植
え
ら

れ
た
桜
の
多
く
が
そ
の
寿
命
を
超
え
て
い
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

当
初
の
千
本
か
ら
、
市
や
市
観
光
協
会
、

市
民
の
寄
贈
な
ど
に
よ
っ
て
補
植
や
植
え
替

え
が
重
ね
ら
れ
た
ま
き
ば
の
桜
。
そ
の
数
は

最
大
３
千
本
を
数
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
植

え
ら
れ
た
桜
は
思
う
よ
う
に
成
長
し
ま
せ

ん
。「
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
連
作
を
き
ら
う
」。

い
み
じ
く
も
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
か
の
よ

う
に
、
老
木
と
若
木
が
増
え
る
ば
か
り
で
、

景
観
の
衰
退
に
歯
止
め
は
か
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
し
て
昭
和
48
年
、
天
皇
皇
后
両
陛

下
を
お
迎
え
し
た
全
国
植
樹
祭
や
宮
崎
自
動

車
道
建
設
工
事
も
重
な
り
、
さ
く
ら
祭
り
は

中
止
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

ま
き
ば
の
桜
の
衰
退
と
と
も
に
、
小
林
の

観
光
は
昭
和
38
年
に
開
業
し
た
生
駒
高
原
コ

ス
モ
ス
園
な
ど
へ
と
シ
フ
ト
。
ま
き
ば
の
桜

は
し
だ
い
に
「
過
去
」
の
も
の
と
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。

　

ま
き
ば
の
桜
は
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う

に
し
て
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

今
か
ら
１
０
０
年
前
、
日
露
戦
争
終
戦
後
の

明
治
41
年
、
小
林
村
は
九
州
に
お
け
る
馬
の
生

産
拠
点
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
し

た
。
陸
上
輸
送
・
移
動
、
農
耕
の
多
く
を
馬
に

頼
っ
て
い
た
当
時
、
馬
の
改
良
と
育
成
は
重
要

な
国
家
事
業
と
し
て
進
め
ら
れ
、
陸
軍
省
の
外

局
と
し
て
軍
馬
補
充
部
、
内
閣
総
理
大
臣
直
轄

機
関
と
し
て
馬
政
局
が
存
在
し
ま
し
た
。
現
在

の
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
宮
崎
牧
場
の
場
所
（
細

野
）
に
は
、
軍
馬
補
充
部
で
は
九
州
唯
一
の
支

部
で
あ
る
高
原
支
部（
現
在
の
県
畜
産
試
験
場
・

高
原
）
の
小
林
分ぶ

ん
く厩
と
、
南
九
州
を
管
轄
す
る

馬
政
局
国
立
宮
崎
種
馬
所
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

小
林
市
史
・
第
三
巻
・
戦
後
編
（
平
成
12
年

4
月
発
刊
）
に
よ
る
と
、「
牧ま

き
ば場
の
桜
」
は
次

の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
明
治
41
年
（
一
九
〇
八
）、
小
林
村
細
野
地
区

に
軍
馬
補
充
部
小
林
分
厩
所
が
開
設
さ
れ
た
。

当
時
の
分
厩
所
長
で
あ
っ
た
二に

の
み
や宮

信ま
こ
と

中
尉
は

日
本
の
シ
ン
ボ
ル
「
桜
」
を
牧
場
の
沿
道
に
植

え
た
…
（
一
部
中
略
）』

　

一
方
、
さ
ら
に
古
い
記
録
で
あ
る
小
林
町

郷
土
史
（
昭
和
５
年
５
月
発
刊
）
に
お
い
て

は
、
明
治
42
年
に
二
宮
中
尉
が
植
栽
に
あ
た
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
桜
千
本
と

あ
わ
せ
杉
千
本
も
植
え
た
と
い
わ
れ
事
業
規
模

が
大
き
か
っ
た
こ
と
、
二
宮
中
尉
の
上
官
で
当

時
の
高
原
支
部
長
で
も
あ
っ
た
西に

し
は
た端

学ま
な
ぶ

中
佐
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ま
き
ば
の
桜
、

100
年
前
に
遡さ

か
の
ぼ

る

衰
退
の
15
年
と

失
わ
れ
た
8
年

九
州
一
の
桜
並
木

を
誇
っ
た
30
年

植
栽
か
ら
１
０
０
年
目
の
春
。
蕾
、
花
開
く

　

小
林
市
の
花
は
「
コ
ス
モ
ス
」。
年
間

来
場
者
数
20
万
人
を
誇
る
市
の
観
光
地

「
生
駒
高
原
」
を
代
表
す
る
花
と
し
て
、

広
く
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
コ
ス
モ
ス
と
並
び
市
の
花
木
と

な
っ
て
い
る
の
が
「
桜
」。
市
内
に
桜
の

名
所
多
し
と
い
え
ど
、「
な
ぜ
？
」
と
思

う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

　

九
州
一
の
桜
の
名
所
。
期
間
40
万
人
の

人
出
…
。
ほ
ん
の
50
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で

す
。
全
国
に
誇
る
桜
の
名
所
と
し
て
栄
え

た
桜
並
木
が
小
林
市
に
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
が
「
ま
き
ば
の
桜
」
で
す
。

　

そ
の
「
ま
き
ば
の
桜
」
が
今
年
植
栽

１
０
０
年
を
迎
え
、
桜
ま
つ
り
が
復
活
し

ま
す
。
市
の
花
木
「
桜
」
を
代
表
す
る

「
ま
き
ば
の
桜
」
と
は
…
。
ま
き
ば
の
桜

１
０
０
年
の
物
語
に
ご
案
内
し
ま
す
。

�
�
�
�

桜
�
�
�
復
活

多くの花見客でにぎわう「まきばの桜」。
中央の看板は霧島よいと節レコード化を
うたう美賞堂の広告。右端にはバルーン
アートを手にした子どもやぼんぼりが見
られる。（海老原隆文さん所蔵）

「日向小林名所軍馬の櫻」と題された絵画。桜並木や軍馬のものと
思われる厩舎が見える。霧島商事所蔵。
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し
か
し
、「
ま
き
ば
の
桜
」
は
け
っ
し
て

市
民
の
記
憶
か
ら
消
え
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
昭
和
55
年
、
旧
市
制
30
周
年
を
記
念
し

て
募
集
さ
れ
た
市
の
木
と
し
て
、
市
の
花
に

選
ば
れ
た
コ
ス
モ
ス
と
並
び
「
桜
」
が
選
ば

れ
た
の
で
す
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
小
林
青
年
会
議
所
が
観

光
開
発
と
市
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

増
大
を
目
指
し
て
「
ま
き
ば
の
桜
ま
つ
り
」

を
再
開
。「
小
林
を
日
本
一
の
桜
の
街
に
」

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
そ
の
運
動
を
発
展
さ
せ
、

全
国
で
7
番
目
と
い
わ
れ
る
「
小
林
さ
く
ら

の
会
」
の
設
立
へ
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　

設
立
時
の
会
員
は
、
同
会
議
所
や
小
林

ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
、
小
林
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク

ラ
ブ
、
小
林
商
工
会
議
所
、
市
造
園
組
合
と

い
っ
た
5
団
体
の
ほ
か
、
一
般
市
民
な
ど
を

含
め
約
３
０
０
人
。
設
立
時
か
ら
参
加
し
て

い
る
海え

び
は
ら

老
原
隆た

か
ふ
み文
さ
ん
（
77
）
は
こ
う
振
り

返
り
ま
す
。

「
桜
ま
つ
り
復
活
を
通
し
て
、
市
民
一
体
と

な
っ
た
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
げ
た
い
。
そ
う

い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
小
中

学
校
の
卒
業
記
念
に
桜
の
苗
木
を
配
っ
た

り
、
官
公
署
な
ど
に
桜
を
植
え
た
り
、
広
く

取
り
組
み
を
進
め
ま
し
た
。
市
全
体
と
し
て

機
運
が
高
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
現
在
、
市

内
で
見
ら
れ
る
桜
は
、
そ
の
時
代
に
植
え
ら

れ
た
も
の
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
い
い
桜
の

情
報
を
聞
け
ば
、
苗
木
を
求
め
て
全
国
各
地

を
飛
び
回
っ
た
こ
と
も
。
し
か
し
、
中
心
と

な
る
べ
き
ま
き
ば
の
桜
並
木
は
、
も
う
限
界

に
達
し
て
い
ま
し
た
」

　

桜
が
ダ
メ
な
の
に
ま
つ
り
を
や
っ
て
も

し
ょ
う
が
な
い
。
後
に
小
林
さ
く
ら
の
会
の

会
長
と
な
っ
た
海
老
原
さ
ん
は
、
桜
並
木
の

再
生
へ
と
、
そ
の
活
動
の
中
心
を
移
行
さ
せ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

昭
和
63
年
か
ら
は
市
の
事
業
と
し
て
整
備

が
進
め
ら
れ
、
平
成
9
年
に
は
故
佐さ

と
う藤

茂し
げ
と人

氏
（
細
野
）
か
ら
１
千
万
円
の
寄
付
が
あ
る

な
ど
、
土
壌
改
良
を
は
じ
め
と
す
る
抜
本
的

な
再
生
が
進
展
し
た
ま
き
ば
の
桜
。
小
林
さ

く
ら
の
会
を
中
心
と
し
た
手
入
れ
作
業
も
続

け
ら
れ
、
こ
こ
に
き
て
よ
う
や
く
生
長
で
き

る
環
境
が
整
っ
た
桜
並
木
は
、
健
や
か
に
そ

の
枝
を
伸
ば
し
始
め
ま
し
た
。

「
桜
、
特
に
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
と
て
も
デ
リ

ケ
ー
ト
な
植
物
。
連
作
を
き
ら
っ
た
り
、
テ
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ン
グ
巣
病
な
ど
の
病
気

に
も
弱
く
、
わ
ず
か
な
傷

口
か
ら
痛
ん
で
し
ま
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
他
の
植
物

以
上
に
愛
情
が
必
要
な
の
で
す
。

ひ
と
り
で
も
多
く
の
市
民
の
方

が
、
自
分
た
ち
の
桜
と
し
て
こ
の

桜
並
木
を
大
切
に
し
て
欲
し
い
」

海
老
原
さ
ん
の
思
い
は
切
実
で
す
。

　

ま
た
、
喜
寿
を
迎
え
た
海
老
原
さ
ん

は
こ
う
も
話
し
ま
す
。

「
最
後
に
植
え
ら
れ
た
桜
も
3
年

以
上
が
経
過
し
、
こ
れ
か
ら
さ

ら
に
大
き
く
生
長
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ

う
。
次
に
生
ま
れ
変
わ
る
必
要
が
あ
る
の
は

私
た
ち
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
50
代
以
下

の
人
で
、
ま
き
ば
の
桜
の
に
ぎ
わ
い
を
知
る

人
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
若
い
人
た
ち
が

積
極
的
に
保
護
活
動
に
参
加
し
て
く
れ
た
ら

う
れ
し
い
で
す
ね
。
多
く
の
市
民
に
愛
さ
れ

て
初
め
て
、
ま
き
ば
の
桜
は
本
当
の
復
活
を

果
た
せ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
」

　

ま
き
ば
の
桜
、
百
年
目
の
春
。
一
世
紀
に

お
よ
ぶ
盛
衰
を
経
て
、
様
々
な
思
い
を
詰
め

込
ん
だ
蕾
た
ち
が
、
も
う
す
ぐ
花
開
こ
う
と

し
て
い
ま
す
。

左】小林さくらの
会の会長を務める
海
え び は ら

老原隆
たかふみ

文さん。

下】今年 2 月 10 日、約 100 人
のボランティアが参加して行われた
「まきばの桜」手入れ作業。 桜

並
木
復
活
に

か
け
た
27
年

「
サ
ク
ラ
咲
く
」

百
年
目
の
春

2006年 3月29日のまきばの桜

まきばの桜まつり
■期日：3月29日（土）から30日（日）
■場所：小林市 細野 牧場（マップ参照）
■主催：まきばの桜まつり実行委員会
■内容：物産展や屋台村、ステージイベントなど
■時間：①29日10時～記念式典およびステー
ジイベント。物産展、屋台村、バーベキュー（前
売 1,500 円）など。　②29日 20時～ 100 周年
記念花火　③30日 10時～ステージイベント、
物産展、屋台村、バーベキュー（前売 1,500 円）
など。　※予定です。詳しくはポスターやチラシ
をご覧ください。【問 商工観光課 ℡ 23-1174】

■会場周辺の駐車場は数が限られています。まつ
り期間中は相当の混雑も予想されます。できる限
り乗り合いでのご来場をお願いします。
■まつり期間中、会場周辺では交通規制が行われ
ます。誘導案内看板や警備員の指示にしたがって
会場へお越しください。
■近隣住民の皆さまには、期間中ご迷惑をおかけ
しますが、できる限り支障のないように努めます
ので、ご協力をお願いいたします。
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