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造り手の顔が見える地酒造り手の顔が見える地酒



■牧野酒造株式会社
創業年：元禄3年（1690）
代表：17代目当主  代表取締役社長  牧野  茂実
高崎市倉渕町権田2625-1　TEL：027-378-2011 

『大盃大吟醸』が、平成18年
の関東信越国税局鑑評会で249
の蔵元の中から唯一の最優秀賞
を県内初受賞。さらに、6年前
より設けられた同鑑評会の純米
酒部門で、6年連続優秀賞を受
賞している。

◀新酒『蔵春』
   （蔵元直売所のみで販売）

　

榛
名
山
の
西
麓
に
位
置
す
る
高
崎
市
倉
渕
町
。
冬
場
の
冷
え
込
み
は
氷
点
下
５
℃
に
ま
で
達

す
る
こ
と
が
あ
る
。
浄
化
さ
れ
た
空
気
と
榛
名
山
麓
の
地
中
で
ろ
過
さ
れ
た
伏
流
水
が
流
れ
出

る
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
地
域
。
こ
こ
を
南
北
に
走
る
国
道
４
０
６
号
線
は
、
か
つ
て
中
山
道

のの
脇脇わ

き
お
う
か
ん

往
還
往
還
「
草
津
街
道
」
と
し
て
発
展
し
た
。

「
草
津
街
道
」
と
し
て
発
展
し
た
。

　

参
勤
交
代
の
行
列
や
善
光
寺
参
り
、
草
津
温
泉
に
向
か
う
旅
人
な
ど
で
賑
わ
っ
た
こ
の
街
道

沿
い
に
、
元
禄
３
年
（
１
６
９
０
）、
一
軒
の
酒
蔵
が
創
業
し
た
。
３
２
５
年
の
時
を
経
た
今

も
、
初
代
長
兵
衛
氏
よ
り
数
え
て
17
代
目
の
牧
野
茂
実
社
長
と
、
そ
の
後
継
者
と
な
る
顕
二
郎

専
務
に
よ
っ
て
、
倉
渕
の
気
候
風
土
を
織
り
込
ん
だ
丹
念
な
酒
造
り
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

造
り
手
の
顔
が
見
え
る
地
酒

群
馬
県
内
最
古
・
高
崎
市
唯
一
の
酒
蔵
元
牧
野
酒
造

酒
一
筋

酒
一
筋

日本酒造りは世界最高峰の醸造技術と胸を
張る牧野茂実社長



「
元
禄
5
年
（
１
６
９
２
）」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
土
地
の
歴
史
に
先

祖
の
残
し
た
足
跡
が
、
地
酒
づ
く
り
へ

の
自
負
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
早
春
の
喜
び

し
ぼ
り
た
て
新
酒
『
蔵く
ら
は
る春
』

　

酒
蔵
元
の
軒
先
な
ど
に
吊
る
さ
れ

る
杉
の
玉
。
こ
れ
は
「
酒さ
か
ば
や
し林
」
と
呼

ば
れ
、
新
酒
が
で
き
た
時
に
、
新
し
い

も
の
を
飾
っ
て
お
酒
の
神
様
に
感
謝
を

捧
げ
る
慣
わ
し
。
そ
れ
を
見
て
周
囲

の
人
々
は
、
新
酒
が
で
き
た
こ
と
を
知

り
、
徐
々
に
茶
色
に
変
色
す
る
の
を
見

て
酒
の
熟
成
を
知
る
と
い
う
。

　

牧
野
酒
造
で
は
「
忙
し
く
て
酒
林
を

作
る
の
は
年
が
明
け
て
か
ら
。
軽
ト
ラ

の
荷
台
に
い
っ
ぱ
い
の
杉
が
必
要
に
な

る
の
で
用
意
も
大
変
」
と
い
う
事
情
が

あ
る
。
そ
れ
で
も
新
酒
が
で
き
た
感
謝

と
喜
び
を
、
お
客
様
と
分
か
ち
合
い
た

い
と
、
蔵
元
直
売
所
に
来
店
し
た
お
客

様
に
限
っ
て
、
12
月
頃
か
ら
3
月
頃
ま

で
、
し
ぼ
り
た
て
新
酒
『
蔵
春
』
を
販

売
し
て
い
る
。
酒
造
期
の
み
に
出
さ
れ

る
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
生
酒
を
、
倉
渕
の
里

山
の
風
景
を
楽
し
み
、
澄
ん
だ
空
気
を

感
じ
な
が
ら
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

蔵
元
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

目
指
し
て
い
ま
す
」
と
話
す
の
は
17
代

目
当
主
の
牧
野
茂
実
社
長
だ
。

倉
渕
の
歴
史
の
語
り
べ

代
表
銘
柄
『
大
お
お
さ
か
ず
き
盃
』

　

牧
野
酒
造
を
代
表
す
る
銘
柄
『
大

盃
』。
そ
の
名
は
、
江
戸
時
代
に
こ
の
倉

渕
町
権
田
を
領
地
と
し
た
徳
川
譜
代
の

旗
本
小お
ぐ
り栗
上こ
う
ず
け
の野
介す
け

忠た
だ
ま
さ順
と
牧
野
家
の

先
祖
の
か
か
わ
り
に
由
来
す
る
。
小
栗

上
野
介
は
幕
府
の
遣
米
使
節
と
し
て
米

国
、
そ
し
て
世
界
一
周
の
旅
で
見
聞
を

広
げ
、
帰
国
後
に
横
須
賀
製
鉄
所
の
建

設
等
に
尽
く
し
て
、
日
本
の
近
代
化
の

父
と
仰
が
れ
た
ほ
ど
の
人
だ
っ
た
が
、

明
治
新
政
府
に
捕
え
ら
れ
、
こ
の
地
が

終
焉
の
地
と
な
っ
た
。
牧
野
家
の
祖
先

が
遣
米
使
節
団
の
小
栗
侯
に
随
行
し
無

事
に
帰
国
し
た
折
に
、
大
き
な
盃
で
祝

杯
を
あ
げ
た
こ
と
か
ら
『
大
盃
』
の
名

が
つ
い
た
。

　

ま
た
、
倉
渕
地
域
は
、
寛
永
年
間
か

ら
明
治
・
大
正
に
作
ら
れ
た
も
の
ま
で

１
１
４
基
が
残
る
道
祖
神
の
里
。
峠
や

集
落
の
境
界
に
あ
っ
て
悪
霊
や
疫
病
の

侵
入
を
防
ぎ
、
五
穀
豊
穣
や
子
孫
繁
栄

を
願
っ
て
道
祖
神
が
祀
ら
れ
た
。

　

酒
蔵
の
近
く
に
、
初
代
長
兵
衛
氏
が

願
主
と
し
て
建
て
た
道
祖
神
が
あ
り
、

榛
名
山
の

伏
流
水
の
良
さ
を
引
き
出
す

　

牧
野
酒
造
の
酒
造
り
は
冬
季
醸
造

で
、
10
月
後
半
か
ら
3
月
頃
ま
で
が
繁

忙
期
。
仕
込
み
作
業
が
何
度
も
行
わ

れ
、
吟
醸
酒
や
純
米
酒
の
よ
う
に
ま
ろ

や
か
に
醸
造
さ
れ
た
日
本
酒
を
は
じ
め
、

米
焼
酎
、
榛
名
の
梅
を
使
っ
た
梅
酒
な
ど

20
種
ほ
ど
の
酒
類
が
製
造
さ
れ
て
い
る
。

　

米
と
米
麹
と
水
だ
け
を
原
材
料
と
す

る
日
本
酒
で
は
、
良
質
の
水
が
得
ら
れ

る
場
所
で
あ
る
か
ど
う
か
が
重
要
だ
。

牧
野
酒
造
で
使
用
す
る
の
は
榛
名
山
の

伏
流
水
で
、
水
質
は
柔
ら
か
く
癖
の
な

い
軟
水
。
水
の
特
性
を
引
き
出
す
醸
造

技
術
と
ノ
ウ
ハ
ウ
で
、
口
当
た
り
の
よ

い
滑
ら
か
で
軽
快
な
の
ど
ご
し
の
日
本

酒
に
仕
上
が
る
。

　
「
酒
は
麹
菌
や
酵
母
菌
と
い
っ
た
微
生

物
の
命
の
営
み
か
ら
生
ま
れ
る
授
か
り

も
の
で
す
。
蔵
人
は
事
前
の
準
備
や
原

料
の
調
達
、
衛
生
管
理
や
温
度
管
理
な

ど
を
行
い
、
微
生
物
が
元
気
に
働
い
て

く
れ
る
よ
う
五
感
を
駆
使
し
て
最
高
の

環
境
を
整
え
る
の
が
仕
事
で
す
。
自
然

環
境
に
よ
り
毎
年
若
干
の
変
化
が
あ
り

ま
す
が
、
味
わ
い
に
同
一
性
を
持
た
せ

て
安
定
供
給
し
、
よ
り
良
い
酒
造
り
を

酒造りに用いる榛名山の伏流水。水温
は年間を通して12～ 13℃と一定で、
冬場は温かく感じられるほど

牧野酒造の初代長兵衛氏が願主となっ
て祀った道祖神

標高1,500m前後の山々と里の中央を流れる烏川が織りなす美しい倉渕の風景



米
と
米
麹
だ
け
で
造
る
〝
旨
味
の
あ
る

ど
っ
し
り
と
し
た
味
わ
い
〞
の
純
米
酒
造

り
に
自
信
と
意
欲
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
。

蒸
米
の
出
来
を
左
右
す
る

洗
米
と
浸し
ん
せ
き漬

　

緑
色
の
タ
ン
ク
を
黒
板
代
わ
り
に
し

て
書
き
込
ん
で
あ
る
の
は
、
秒
単
位
ま

で
刻
ん
だ
「
浸
漬
」
の
所
要
時
間
。

精
米
さ
れ
た
米
は
、
表
面
に
つ
い
た
糠ぬ
か

を
落
と
す
た
め
に
洗
米
さ
れ
、
そ
の
後

厳
密
に
時
間
を
計
っ
て
水
に
漬
け
ら
れ

る
。
吸
水
加
減
に
よ
っ
て
蒸
米
の
出
来

が
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
、
酒
米
の
品

種
や
精
米
歩
合
な
ど
米
の
状
態
を
見
極

め
細
心
の
注
意
が
必
要
と
な
る
。
顕
二

郎
専
務
も
「
洗
米
と
浸
漬
は
酒
造
り
に

と
っ
て
一
番
大
事
な
工
程
。
酒
造
り
の

7
、
8
割
は
こ
こ
で
決
ま
り
ま
す
」
と

力
を
込
め
る
。

　

こ
の
蔵
で
は
、
自
動
洗
米
器
を
通
っ

た
酒
米
が
、
頭
上
に
巡
ら
さ
れ
た
パ
イ

プ
を
流
れ
る
水
の
ス
ク
リ
ュ
ー
で
洗
わ

れ
、
最
後
に
回
転
分
離
器
で
研
ぎ
水

酒
米
が
蒸
さ
れ
る
香
り
、

酒
蔵
が
活
気
づ
く

　

澄
み
わ
た
る
青
空
に
、
酒
蔵
の
屋
根

か
ら
白
い
蒸
気
が
モ
ク
モ
ク
と
広
が
っ

て
い
く
。
蔵
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
一

度
に
1
ト
ン
の
酒
米
を
蒸
す
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
大
き
な
蒸せ
い
ろ籠
か
ら
勢
い
よ

く
蒸
気
が
上
が
る
。

　

一
時
間
ほ
ど
で
蒸
し
上
が
っ
た
酒
米

を
顕
二
郎
専
務
が
一
つ
ま
み
手
に
と
っ
て

掌
で
ぎ
ゅ
っ
と
握
る
。
蒸
し
上
が
り
の

良
し
悪
し
が
、
そ
の
後
の
工
程
を
左
右

す
る
。
粘
り
気
が
な
く
弾
力
の
あ
る
仕

上
が
り
な
ら
ひ
と
安
心
。
蒸
米
は
目
の

粗
い
布
袋
に
入
っ
た
ま
ま
蒸
籠
か
ら
引

き
上
げ
ら
れ
、
放
冷
機
の
上
に
広
げ
ら

れ
る
。

　

牧
野
社
長
は
蔵
の
中
の
こ
と
は
顕
二

郎
専
務
を
信
頼
し
任
せ
て
い
る
。
顕
二

郎
専
務
は
蔵
人
歴
13
年
。
関
東
信
越
国

税
局
鑑
評
会
で
6
年
前
か
ら
設
け
ら
れ

た
純
米
酒
部
門
で
、『
大
盃
』
が
6
年
連

続
優
秀
賞
受
賞
と
い
う
実
績
も
あ
り
、

米
を
醗
酵
さ
せ
酒
に
変
え
る

蔵
人
が
見
守
り

微
生
物
の
営
み
に
ゆ
だ
ね
る

酒造りの手順

酒
一
筋

酒米を蒸す

蒸し上がった酒米を蒸籠から引き上げ放冷機へ

放冷機の上で冷ました蒸米
に麹菌の胞子を振りかけ種
切りする南部杜氏の岩清水
文雄さん。21年にわたりこ
の蔵で杜氏を務める

隣接する吾妻地域の農家
に栽培依頼している酒米
の状態をみる顕二郎専務



と
分
離
さ
れ
水
切
り
タ
ン
ク
へ
運
ば
れ

る
。
一
連
の
装
置
は
し
っ
か
り
洗
米
し
な

が
ら
省
力
化
を
実
現
し
て
い
る
。
し
か

し
、
米
が
柔
ら
か
く
砕
け
や
す
い
精
米

歩
合
の
高
い
酒
米
に
限
り
、
手
作
業
で

洗
米
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。

仕
込
み
の
前
に
麹
と
酒し
ゅ
ぼ母
を
造
る

　

蒸
米
は
麹
用
（
麹
米
）、
酒
母
用
（
酛も
と

米
）、
も
ろ
み
用
（
掛
米
）
の
3
つ
の
用

途
が
あ
る
。

　

放
冷
機
の
上
で
冷
ま
し
た
蒸
米
に
麹

菌
の
胞
子
を
振
り
か
け
た
（
種
切
り
し

た
）
後
、
蒸
米
は
約
35
℃
に
設
定
さ
れ

た
「
麹こ
う
じ
む
ろ室
」
に
移
さ
れ
、
と
き
ど
き
人

の
手
で
位
置
を
変
え
な
が
ら
温
度
や
湿

度
を
均
一
化
し
、
約
二
昼
夜
を
か
け
て

麹
に
な
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
醗
酵
に
は
、

水
と
糖
が
必
要
で
、
米
の
デ
ン
プ
ン
を

糖
化
す
る
麹
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
。

　

ま
た
、
仕
込
み
（
も
ろ
み
造
り
）
に

必
要
な
「
酒
母
」
造
り
に
も
蒸
米
が
使

わ
れ
る
。「
酒
母
」
は
、
優
良
で
丈
夫
な

酵
母
を
純
粋
培
養
し
た
も
の
で
、
も
ろ

み
醗
酵
の
原
動
力
と
な
る
。

も
ろ
み
の
中
で
微
生
物
が

酒
を
醸か
も

す

　

牧
野
酒
造
の
仕
込
み
蔵
は
、
明
治
の

頃
に
建
て
替
え
ら
れ
た
も
の
。
高
い
天

井
に
太
い
梁
な
ど
、
酒
蔵
特
有
の
空
間

に
仕
込
み
タ
ン
ク
が
並
ぶ
。
蔵
人
た
ち

の
手
に
よ
り
清
浄
な
環
境
が
保
た
れ
て

い
る
。

　
「
も
ろ
み
」
は
酒
母
を
土
台
に
し
て

麹
米
、
水
、
蒸
米
（
掛
米
）
を
タ
ン
ク

に
仕
込
ん
だ
も
の
で
、
そ
の
仕
込
み
は

「
3
段
仕
込
み
」
と
い
っ
て
、「
初は
つ
ぞ
え添
」

「
仲な
か
ぞ
え添
」「
留と
め
ぞ
え添
」
の
3
回
に
分
け
4
日

間
か
け
て
行
わ
れ
る
。
酵
母
や
酸
量
を

過
度
に
薄
め
る
こ
と
な
く
、
酵
母
数
を

順
調
に
増
や
す
た
め
の
先
人
の
知
恵
と

い
え
る
。
こ
の
中
で
麹
の
糖
化
酵
素
が

米
の
デ
ン
プ
ン
を
糖
に
変
え
、
酵
母
が

分
解
さ
れ
た
糖
と
水
を
食
べ
て
ア
ル

コ
ー
ル
醗
酵
が
進
ん
で
い
く
。
8
〜

18
℃
く
ら
い
で
温
度
管
理
さ
れ
丁
寧
に

じ
っ
く
り
醸
さ
れ
、
お
よ
そ
3
週
間
前

後
で
甘
い
香
り
が
立
ち
上
が
れ
ば
、
も

ろ
み
醗
酵
の
完
了
が
近
い
。

　

ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
や
香
味
の
調
和
を

見
な
が
ら
温
度
を
少
し
ず
つ
下
げ
、
熟

成
を
待
っ
て
上じ
ょ
う
そ
う槽
（
搾
り
）
が
行
わ
れ

る
。
自
動
圧
搾
機
で
酒
粕
と
分
け
ら
れ

た
清
酒
は
、
薄
い
若
草
色
に
輝
き
、
華

や
か
な
香
り
に
あ
ふ
れ
る―

―

待
ち
に

待
っ
た
新
酒
の
誕
生
で
あ
る
。

もろみ醗酵の進行をみながら、櫂を入れたり、温度調整をしたり、手塩にかけて育てる

掃除や水洗いが多い蔵の仕事。蔵を清潔に保ち微
生物に機嫌よく働いてもらう

酒
一
筋

ろ過、火入れされた酒は主にタンクに移され貯蔵
熟成される。酒質により飲み頃も異なり、出荷ま
での管理が重要

仕込み蔵
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３
月
第
３
日
曜
日
は
榛
名
の
梅

祭
の
日
。
梅
林
の
中
を
散
策
し
な

が
ら
の
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
や
、
梅

干
し
、
梅
ジ
ュ
ー
ス
、
梅
う
ど
ん

な
ど
の
無
料
配
布
が
人
気
だ
。

　

梅
干
し
の
種
飛
ば
し
コ
ン
テ
ス

ト
は
大
人
（
男
子
、
女
子
の
部
）

各
30
名
ず
つ
、
小
人
の
部
40
名
、

計
１
０
０
名
が
競
い
合
う
。
さ
て
、

大
人
の
部
３
年
連
続
優
勝
者
の

13
・
5
ｍ
超
え
は
!?

　

そ
の
他
、
ト
テ
馬
車
乗
り
放
題

や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ー
、
芸
能

シ
ョ
ー
等
、
春
の
一
日
を
満
喫
す

る
催
し
が
目
白
押
し
と
な
る
。

　

満
開
の
梅
花
の
下
を
烏
川
沿

い
に
走
る
ハ
ー
フ
コ
ー
ス
、
親
子

で
手
を
つ
な
い
で
ゴ
ー
ル
す
る

フ
ァ
ミ
リ
ー
ペ
ア
２
㎞
コ
ー
ス
な

ど
、
20
の
部
か
ら
な
る
「
は
る
な

梅
マ
ラ
ソ
ン
」。
毎
年
３
、
０
０

０
人
以
上
の
ラ
ン
ナ
ー
が
全
国

か
ら
や
っ
て
く
る
。「
山
間
部
な

ら
で
は
の
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
コ
ー
ス

を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
」
と
は
大
会

担
当
者
の
言
葉
。
入
賞
者
に
は

ト
ロ
フ
ィ
ー
・
盾
、
梅
製
品
な
ど

の
商
品
が
、
完
走
者
に
は
お
楽
し

み
抽
選
が
待
っ
て
い
る
。

　

榛
名
を
駆
け
抜
け
る
ラ
ン

ナ
ー
達
に
声
援
を
送
ろ
う
！

　

春
の
訪
れ
を
告
げ
る
梅
の
花
。

３
月
の
箕
郷
梅
林
は
、
雲
海
の
よ

う
な
白
一
色
の
絶
景
と
な
る
。
梅

の
郷
大
橋
や
展
望
台
か
ら
眺
め
れ

ば
し
ば
し
心
奪
わ
れ
る
。

　

榛
名
山
南
麓
に
広
が
る
箕
郷
梅

林
は
、
約
10
万
本
の
梅
を
栽
培
し
、

祭
り
期
間
中
は
梅
製
品
の
売
店
が

並
ぶ
他
、
日
曜
日
ご
と
に
催
し
を

開
催
す
る
。

　

梅
の
切
り
枝
や
梅
ジ
ュ
ー
ス
、

饅
頭
の
無
料
配
布
の
他
、
餅
つ
き

大
会
な
ど
参
加
型
イ
ベ
ン
ト
も
あ

り
、
家
族
揃
っ
て
楽
し
め
る
。
寒

さ
が
少
し
緩
ん
だ
初
春
、
箕
郷
の

春
を
満
喫
し
て
み
て
は
？

●
30
年
の
節
目
は
飛
躍
の
時

　

自
主
上
映
活
動
と
し
て
地
方
で
上
映
さ

れ
な
い
名
作
を
よ
り
多
く
の
人
に
見
て
も

ら
お
う
と
１
９
７
８
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た

高
崎
映
画
祭
。
そ
の
生
み
の
親
、
茂
木
正

男
氏
の
想
い
を
継
承
し
つ
つ
、毎
年
ス
テ
ッ

プ
ア
ッ
プ
を
重
ね
て
き
た
。

　

高
崎
映
画
祭
事
務
局
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
志
尾
睦
子
さ
ん
は
30
年
目
の
節
目
を

「
デ
ジ
タ
ル
化
、
娯
楽
や
街
の
変
化
な
ど
映

画
の
環
境
も
様
変
わ
り
し
て
い
る
。
時
代

に
合
っ
た
映
画
祭
に
飛
躍
す
る
時
」
と
捉

え
て
い
る
。

●
様
々
な
演
出
で

　

よ
り
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
に

　

今
回
、
初
開
催
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ

ン
ト
は
群
馬
交
響
楽
団
の
演
奏
で
幕
を
開

け
る
。「
映
画
は
総
合
芸
術
。
高
崎
で
育
っ

た
映
画
祭
ら
し
く
高
崎
ら
し
い
も
の
に
し

た
い
」
と
志
尾
さ
ん
。
ま
た
、
昨
年
か
ら

映
画
上
映
と
授
賞
式
を
切
り
離
し
、「
市
民

と
映
画
人
の
交
流
の
場
で
あ
る
授
賞
式
を

純
粋
に
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い
」
と
会
場

を
群
馬
音
楽
セ
ン
タ
ー
に
変
え
、
よ
り
多

く
の
人
を
受
け
入
れ
る
。

　

映
画
作
品
も
会
館
ご
と
に
個
性
を
打
ち

出
し
た
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
に
し
、
作
品
選
び

が
よ
り
分
か
り
や
す
く
な
り
そ
う
だ
。

〝
映
画
の
あ
る
街
・
高
崎
〞
が
一
層
深
ま

る
予
感
の
第
30
回
高
崎
映
画
祭
。
そ
の
気

概
が
市
内
外
に
届
く
大
イ
ベ
ン
ト
に
成
長

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

●東京ドーム

The event of winter of Takasaki

東日本最大の梅産地  　  　 ２ 大 梅 ま つ り

1月8日（金）～17日（日）

●お問い合わせ：はるな梅マラソン実行委員会（榛名支所地域振興課）
　　　　　　         TEL.027-374-6715

●お問い合わせ：榛名の梅祭り実行委員会（榛名支所産業観光課）
　　　　　　　　TEL.027-374-5111

第30回  高崎映画祭 ふるさと祭り東京2016

EVENT

3月26日（土）～4月10日（日）
●会場：群馬音楽センター
　　　　高崎市文化会館
　　　　高崎シティギャラリー
　　　　シネマテークたかさき
　　　　高崎電気館

●プレ映画祭：2月 14 日（日）
　　　　　　　映画上映とシンポジウム
　　　　　　　会場：高崎電気館

3月20日（春分の日）
榛名の梅祭り

●主会場：榛名文化会館
　　　　　（エコール）前庭
　　　　　９: 30 ～ 15 :30　

3月初旬～下旬
みさと梅まつり

●JR 高崎駅から車で約 30 分
●駐車場料金：普通車   300 円　
　　　　　　　大型車 1,000円　

●会場：カニ沢会場
　　　　善地会場

EVENT

E
V
E
N
T

●千葉幕張に出展　３月18日～ 21日
　都内、茨城に続いて関東で３県目の出展となる
のは千葉のイオンモール幕張新都心。高崎の飲
食や物産を関東各県でもＰＲしていきます！

●高崎市内中心市街地　３月下旬予定

いろんな場所に出展します！「開運たかさき食堂」

M
arathon Running

3月13日（日）
●会場：榛名文化会館エコール　

第25回  はるな梅マラソン
※参加募集は終了しました。

http://takasaki.film.gunma.jp/

※期間中、日曜日にイベント開催

●
開
運
た
か
さ
き
食
堂 

 in 

東
京
ド
ー
ム

　

毎
年
40
万
人
も
の
人
出
で
賑
わ
う
「
ふ

る
さ
と
祭
り
東
京
」。
全
国
の
祭
り
と
味
が

一
堂
に
会
す
る
〝
祭
食
兼
備
〞
な
10
日
間

だ
。全
国
の
旨
い
も
の
が
ぎ
っ
し
り
並
ぶ
中
、

３
度
目
の
出
展
と
な
る
「
開
運
た
か
さ
き

食
堂
」
が
今
年
も
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
す
！

●
高
崎
名
物
が
ド
ー
ム
を
席
巻
！

　

赤
い
丼
マ
ー
ク
が
目
印
の
「
開
運
た
か
さ

き
食
堂
」
に
は
、
ひ
と
際
目
を
引
く
白
衣
大

観
音
の
模
型
と
巨
大
だ
る
ま
が
鎮
座
し
て
、

祭
り
ム
ー
ド
を
一
層
盛
り
上
げ
る
。

　
「
開
運
た
か
さ
き
食
堂
」
の
メ
ニ
ュ
ー
と

い
え
ば
、ま
ず
は
や
っ
ぱ
り「
焼
き
ま
ん
じ
ゅ

う
」。
味
噌
だ
れ
の
焼
け
焦
げ
る
匂
い
に
、

今
年
も
長
蛇
の
列
が
で
き
る
こ
と
必
至
だ
。

　

柔
ら
か
い
食
感
と
味
噌
ダ
レ
が
決
め
手
の

「
高
崎
ほ
る
も
ん
」
は
老
若
男
女
か
ら
愛
さ

れ
る
逸
品
。「
う
め
〜
豚
う
ど
ん
」
は
梅
ベ
ー

ス
の
汁
、
高
崎
産
の
小
麦
を
使
っ
た
う
ど
ん

に
上
州
豚
、
高
崎
産
の
梅
が
乗
り
、
締
め
に

相
応
し
い
一
杯
だ
。

●
最
強
コ
ラ
ボ
で

　

新
た
な
フ
ァ
ン
獲
得
！ 

　

今
年
、「
開
運
た
か
さ
き
食
堂
」
と
「
キ

ン
グ
オ
ブ
パ
ス
タ
」
の
夢
の
コ
ラ
ボ
が
実
現

す
る
。
高
崎
パ
ス
タ
チ
ー
ム
と
し
て
、
歴
代

の
優
勝
店
か
ら
ボ
ン
ジ
ョ
ル
ノ
、シ
ャ
ン
ゴ
、

バ
ン
ビ
ー
ナ
、
カ
ー
ロ
の
４
店
舗
が
参
戦
。

新
た
な
フ
ァ
ン
が
生
ま
れ
そ
う
だ
。

　

観
音
様
の
下
、
絵
馬
に
祈
願
し
当
た
り

が
で
れ
ば
小
だ
る
ま
が
も
ら
え
る
お
み
く

じ
も
あ
る
。

梅 ・ 梅 ・ 梅 　　　　　梅  づ  く  し

『開運たかさき食堂』が行く！
　●生産量日本一を誇る「縁起だるま」発祥の地
　●赤い糸祈願祭の「白衣大観音」
　●パワースポットの「榛名神社」

三 大 縁 起 ス ポ ッ ト

「縁起のいいまち高崎」の理由「縁起のいいまち高崎」の理由
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　　　　　　         TEL.027-374-6715

●お問い合わせ：榛名の梅祭り実行委員会（榛名支所産業観光課）
　　　　　　　　TEL.027-374-5111

第30回  高崎映画祭 ふるさと祭り東京2016

EVENT

3月26日（土）～4月10日（日）
●会場：群馬音楽センター
　　　　高崎市文化会館
　　　　高崎シティギャラリー
　　　　シネマテークたかさき
　　　　高崎電気館

●プレ映画祭：2月 14 日（日）
　　　　　　　映画上映とシンポジウム
　　　　　　　会場：高崎電気館

3月20日（春分の日）
榛名の梅祭り

●主会場：榛名文化会館
　　　　　（エコール）前庭
　　　　　９: 30 ～ 15 :30　

3月初旬～下旬
みさと梅まつり

●JR 高崎駅から車で約 30 分
●駐車場料金：普通車   300 円　
　　　　　　　大型車 1,000円　

●会場：カニ沢会場
　　　　善地会場

EVENT

E
V
E
N
T

●千葉幕張に出展　３月18日～ 21日
　都内、茨城に続いて関東で３県目の出展となる
のは千葉のイオンモール幕張新都心。高崎の飲
食や物産を関東各県でもＰＲしていきます！

●高崎市内中心市街地　３月下旬予定

いろんな場所に出展します！「開運たかさき食堂」

M
arathon Running

3月13日（日）
●会場：榛名文化会館エコール　

第25回  はるな梅マラソン
※参加募集は終了しました。

http://takasaki.film.gunma.jp/

※期間中、日曜日にイベント開催

●
開
運
た
か
さ
き
食
堂 

 in 

東
京
ド
ー
ム

　

毎
年
40
万
人
も
の
人
出
で
賑
わ
う
「
ふ

る
さ
と
祭
り
東
京
」。
全
国
の
祭
り
と
味
が

一
堂
に
会
す
る
〝
祭
食
兼
備
〞
な
10
日
間

だ
。全
国
の
旨
い
も
の
が
ぎ
っ
し
り
並
ぶ
中
、

３
度
目
の
出
展
と
な
る
「
開
運
た
か
さ
き

食
堂
」
が
今
年
も
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
す
！

●
高
崎
名
物
が
ド
ー
ム
を
席
巻
！

　

赤
い
丼
マ
ー
ク
が
目
印
の
「
開
運
た
か
さ

き
食
堂
」
に
は
、
ひ
と
際
目
を
引
く
白
衣
大

観
音
の
模
型
と
巨
大
だ
る
ま
が
鎮
座
し
て
、

祭
り
ム
ー
ド
を
一
層
盛
り
上
げ
る
。

　
「
開
運
た
か
さ
き
食
堂
」
の
メ
ニ
ュ
ー
と

い
え
ば
、ま
ず
は
や
っ
ぱ
り「
焼
き
ま
ん
じ
ゅ

う
」。
味
噌
だ
れ
の
焼
け
焦
げ
る
匂
い
に
、

今
年
も
長
蛇
の
列
が
で
き
る
こ
と
必
至
だ
。

　

柔
ら
か
い
食
感
と
味
噌
ダ
レ
が
決
め
手
の

「
高
崎
ほ
る
も
ん
」
は
老
若
男
女
か
ら
愛
さ

れ
る
逸
品
。「
う
め
〜
豚
う
ど
ん
」
は
梅
ベ
ー

ス
の
汁
、
高
崎
産
の
小
麦
を
使
っ
た
う
ど
ん

に
上
州
豚
、
高
崎
産
の
梅
が
乗
り
、
締
め
に

相
応
し
い
一
杯
だ
。

●
最
強
コ
ラ
ボ
で

　

新
た
な
フ
ァ
ン
獲
得
！ 

　

今
年
、「
開
運
た
か
さ
き
食
堂
」
と
「
キ

ン
グ
オ
ブ
パ
ス
タ
」
の
夢
の
コ
ラ
ボ
が
実
現

す
る
。
高
崎
パ
ス
タ
チ
ー
ム
と
し
て
、
歴
代

の
優
勝
店
か
ら
ボ
ン
ジ
ョ
ル
ノ
、シ
ャ
ン
ゴ
、

バ
ン
ビ
ー
ナ
、
カ
ー
ロ
の
４
店
舗
が
参
戦
。

新
た
な
フ
ァ
ン
が
生
ま
れ
そ
う
だ
。

　

観
音
様
の
下
、
絵
馬
に
祈
願
し
当
た
り

が
で
れ
ば
小
だ
る
ま
が
も
ら
え
る
お
み
く

じ
も
あ
る
。

梅 ・ 梅 ・ 梅 　　　　　梅  づ  く  し

『開運たかさき食堂』が行く！
　●生産量日本一を誇る「縁起だるま」発祥の地
　●赤い糸祈願祭の「白衣大観音」
　●パワースポットの「榛名神社」

三 大 縁 起 ス ポ ッ ト

「縁起のいいまち高崎」の理由「縁起のいいまち高崎」の理由
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造り手の顔が見える地酒造り手の顔が見える地酒
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高崎の観光再発見 VOL.18 戦国時代～江戸時代

傷だらけの若武者
高崎城主 井伊  直政

所
を
移
し
て
復
元
さ
れ
た
も
の
だ
。
高
崎
で

直
政
は
人
生
の
大
き
な
輝
き
を
放
っ
た
。

●
龍
広
寺
の
一
角
に
直
政
の
墓
碑

　

直
政
は
関
ヶ
原
の
合
戦
（
慶
長
5
年
）

後
、
近
江
国
（
滋
賀
県
）
に
移
封
し
、
建
設

途
上
の
高
崎
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

自
ら
の
手
で
高
崎
の
ま
ち
を
完
成
さ
せ
た
い

と
無
念
の
思
い
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
直
政
の
後

任
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
は
な
か
な
か
見
つ
か

ら
ず
、
高
崎
で
は
領
主
不
在
が
長
く
続
い
た
。

　

近
江
に
移
っ
た
直
政
は
、
関
ヶ
原
の
鉄
砲

傷
が
も
と
で
慶
長
7
年
2
月
1
日
、
42
歳
で

没
し
た
。
直
政
が
高
崎
の
地
名
を
決
め
る
と

き
、
龍
広
寺
の
白
庵
和
尚
に
相
談
し
た
と
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
龍
広
寺
に
直
政
の
墓
碑

が
あ
る
。
前
面
に
直
政
の
戒
名
、
横
に
「
高

崎
城
主
兵ひ
ょ
う
ぶ
し
ょ
う
ゆ
う

部
少
輔
井
伊
直
政
」
と
刻
ま
れ

て
い
る
。
直
政
の
墓
は
彦
根
市
な
ど
ゆ
か
り

の
地
に
何
基
か
あ
る
が
、
こ
の
墓
碑
の
詳
し

い
由
来
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
だ
。
命
日
の
2

月
1
日
に
は
、
高
崎
の
開
祖
に
供
養
を
た
む

け
た
い
も
の
だ
。

　

来
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
、
直
政
を

育
て
た
養
母
「
直な
お
と
ら虎
」
を
描
く
そ
う
だ
。
直

虎
は
直
政
が
箕
輪
城
に
来
る
前
に
没
し
て
い

る
が
、
直
政
と
高
崎
の
深
い
つ
な
が
り
も
、

こ
れ
を
機
に
注
目
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

期
待
し
た
い
。

●
戦
場
を
疾
駆
し
た
赤あ
か
お
に鬼

　

戦
乱
の
世
に
「
赤
鬼
」
と
恐
れ
ら
れ
た
男

が
い
た
。
そ
の
男
の
名
は
井い
い
な
お
ま
さ

伊
直
政
、
初
代

高
崎
城
主
で
あ
る
。
徳
川
四
天
王
と
呼
ば

れ
、
主
君
家
康
の
た
め
、
ど
の
武
将
よ
り
も

命
を
賭
し
た
と
言
わ
れ
る
。

　

赤
鬼
と
い
う
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
と
は
裏
腹

に
、
直
政
は
容
姿
端
麗
の
美
少
年
で
あ
っ

た
と
い
う
。
武
勇
伝
も
数
多
い
イ
ケ
メ
ン
の

猛
将
で
あ
っ
た
の
で
、
戦
国
ド
ラ
マ
の
ヒ
ー

ロ
ー
と
し
て
、
も
う
少
し
直
政
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
も
よ
さ
そ
う
な

も
の
だ
。
直
政
の
働
き
か
ら
す
れ

ば
、
伊
達
政
宗
や
前
田
利
家
く
ら

い
の
知
名
度
が
あ
っ
て
も
い
い
の
だ

が
、
ま
じ
め
で
無
口
、
家
康
の
参

謀
に
徹
し
た
ス
ト
イ
ッ
ク
な
生
き

方
は
、
作
家
に
と
っ
て
は
や
や
地
味

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
家
康
ド
ラ
マ
の
名
脇
役
と
し

て
直
政
は
欠
か
せ
な
い
存
在
に
な
っ

て
い
る
。

　

赤
鬼
・
直
政
は
、
朱
塗
り
の
甲

冑
で
武
装
し
た
精
鋭
軍
を
率
い
、

自
ら
も
赤
い
鎧
を
身
に
ま
と
っ
て

駿し
ゅ
ん
め馬

で
戦
場
を
疾
駆
し
た
。
命
を

惜
し
ま
ず
、
た
だ
ひ
た
す
ら
敵
陣

へ
と
斬
り
込
み
、
直
政
の
体
に
は
、

隙
間
が
な
い
ほ
ど
刀
傷
が
刻
ま
れ

隙
間
が
な
い
ほ
ど
刀
傷
が
刻
ま
れ

て
い
た
。
直
政
の
軍
勢
は
「
井
伊
の
赤あ
か
ぞ
な備
え
」

と
呼
ば
れ
て
徳
川
最
強
を
誇
り
、
戦
場
で
敵

軍
を
震
え
上
が
ら
せ
た
と
い
う
。

●
直
政
が
構
想
し
た
壮
大
な
高
崎
城

　

家
康
は
直
政
の
命
が
け
の
働
き
に
対
し
、

関
八
州
の
要
、
上
州
箕み
の
わ輪

（
高
崎
市
箕
郷

町
）
に
家
臣
最
高
禄
の
12
万
石
の
領
地
を
与

え
た
。
直
政
は
家
康
の
命
令
で
、
箕
輪
か
ら

中
山
道
と
三
国
街
道
の
要
衝
・
和
田
に
城
を

移
す
こ
と
に
な
り
、
約
2
年
を
か
け
て
新
た

な
ま
ち
を
建
設
し
、
慶
長
3
年
（
１
５
９
８
）

に
箕
輪
城
か
ら
移
っ
た
。
こ
の
時
、
地
名
を

高
崎
に
改
め
、
現
在
の
高
崎
の
原
型
が
生
ま

れ
た
。

　

も
と
も
と
あ
っ
た
宿
場
を
移
動
し
、
新
た

な
道
路
と
町
並
を
つ
く
り
、
水
路
を
整
え
て

お
堀
に
水
を
引
く
な
ど
大
規
模
な
土
木
工
事

が
行
わ
れ
た
は
ず
だ
。
堀
に
引
く
水
の
経
路

は
軍
事
上
の
秘
密
に
さ
れ
た
と
い
う
。
さ
ら

に
城
下
町
全
体
を
幅
10
ｍ
の
堀
と
高
さ
4
ｍ

の
土
塁
で
囲
ん
だ
城
塞
都
市
で
も
あ
っ
た
。

高
崎
城
は
敷
地
約
5
万
坪
（
16
万
5
千
㎡
）

の
壮
大
な
城
郭
で
、
築
城
術
の
集
大
成
と
言

わ
れ
る
堅
固
な
名
城
だ
。
城
内
は
三
重
の
堀

と
土
塁
が
巡
ら
さ
れ
、
現
在
、
城
址
公
園
に

は
、
一
番
外
側
の
堀
と
乾
い
ぬ
い
や
ぐ
ら

櫓
、
東
門
が
残
っ

て
お
り
、
往
時
の
面
影
を
伝
え
て
い
る
。
明

治
時
代
に
高
崎
城
は
廃
城
と
な
り
、
解
体
さ

れ
て
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
も
の
が
、
場

れ
て
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
も
の
が
、
場

赤
鬼
と
呼
ば
れ
た
徳
川
最
強
の
武
将

乾櫓と東門（城址公園）
井伊直政墓碑（龍広寺）


