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　毎
年
、
２
月
中
旬
か
ら
３
月
中
旬
に
か
け

て
梅
の
花
が
咲
く
吉
野
梅
園
。
開
花
期
に
は

多
く
の
観
光
客
で
に
ぎ
わ
い
、
満
開
時
に
は

ピ
ン
ク
や
白
と
い
っ
た
色
と
り
ど
り
の
梅
が

甘
い
香
り
を
漂
わ
せ
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
寒
い

時
期
で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
足
先
に
春
の
訪

れ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
、美
し
い
梅
の
花
。

心
が
ほ
っ
こ
り
と
温
か
く
な
り
ま
す
。

　吉
野
梅
園
は
臥
龍
梅
や
豊
後
梅
、青
軸
梅
、

白
加
賀
、
寒
紅
梅
な
ど
が
約
４
５
０
本
植
え

ら
れ
た
、県
内
で
も
有
数
の
梅
の
名
所
で
す
。

中
で
も
、園
を
代
表
す
る
梅
「
臥
龍
梅
」
は
、

今
か
ら
約
８
０
０
年
以
上
前
に
太
宰
府
天
満

宮
の
梅
を
持
ち
帰
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
、
そ

れ
が
梅
園
の
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
建
久
三
年
（
１
１
９
２
年
）、
藤
原
信

近
が
都
を
退
き
、
こ
の
地
に
移
り
住
み
ま
し

た
。
天
満
宮
を
信
仰
し
て
い
た
信
近
の
子
、

近
里
は
、
山
に
ま
き
を
拾
い
に
行
っ
た
と
き

に
足
を
け
が
し
て
し
ま
い
ま
す
。
偶
然
出

会
っ
た
翁
の
教
え
に
従
っ
て
太
宰
府
に
17
日

間
参
拝
し
、
夢
に
出
て
き
た
梅
の
枝
を
持
ち

帰
っ
て
土
に
差
し
た
と
こ
ろ
、
み
る
み
る
う

ち
に
梅
が
成
長
し
、
近
里
の
け
が
も
治
っ
た

と
い
う
言
い
伝
え
が
残
っ
て
い
ま
す
。
臥
龍

梅
は
特
別
な
梅
と
し
て
園
内
の
吉
野
天
満
宮

の
境
内
に
約
50
本
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
そ
の
名
は
、
幹
が
ね
じ
れ
、
龍
が
地
に
臥

し
た
よ
う
な
姿
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
つ

い
た
そ
う
で
す
。

　毎
年
行
わ
れ
て
い
る「
吉
野
梅
ま
つ
り
」は
、

今
年
も
２
月
11
日（
日
）か
ら
開
催
さ
れ
ま
す
。

初
日
は
、
江
戸
時
代
か
ら
吉
野
地
区
宮
尾
に

伝
わ
る
「
吉
野
棒
術
」
や
、
地
元
の
踊
り
と

し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
「
臥
龍
梅
音
頭
」、
３

０
０
年
も
前
か
ら
戸
次
地
区
佐
柳
に
伝
わ
る

「
佐
柳
獅
子
舞
」
な
ど
も
披
露
さ
れ
、
梅
と

と
も
に
伝
統
文
化
も
楽
し
め
る
内
容
と
な
っ

て
い
ま
す
。
満
開
の
梅
を
愛
で
な
が
ら
、
風

流
な
時
間
を
過
ご
す
の
も
い
い
で
す
ね
。

大南～「守り継ぐ」という誇り

が
り
ゅ
う
ば
い

し
ろ
か
が

ふ

さ
な
ぎ

め

会場：吉野梅園
主な催し： 吉野棒術、臥龍梅太鼓、佐柳獅子舞、
 三味線演奏、歌謡ショー、茶会など

吉野梅まつり
2月11日㈰午前10時～午後３時30分

臥龍梅太鼓 佐柳獅子舞

臥
龍
梅
が
咲
く
名
所
「
吉
野
梅
園
」

華＊18日㈰・25日㈰、３月４日㈰にも、催しが行われます
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