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―高崎駅東口から伸びる354バイパス沿線を巡る―

中山道―交通の要衝として栄えた高崎―中山道―交通の要衝として栄えた高崎―

け　   の

稔り多き毛野国。拓いた王の眠る里へ稔り多き毛野国。拓いた王の眠る里へ



■
駅
か
ら
車
で
10
分
圏
内

　

気
品
あ
る
馬
の
姿
に
心
洗
わ
れ
る

　

高
崎
駅
東
口
か
ら
３
５
４
バ
イ
パ

ス
を
東
へ
向
か
い
北
部
環
状
線
を
越

え
て
２
km
ほ
ど
先
の
交
差
点
、
ガ
ソ

リ
ン
ス
タ
ン
ド
を
左
折
し
７
０
０
ｍ

ほ
ど
行
っ
た
と
こ
ろ
に
乗
馬
ク
ラ
ブ

の
看
板
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
を
左
折

す
る
と
す
ぐ
、
白
い
柵
に
囲
ま
れ
た

馬
場
が
見
え
て
き
ま
す
。

　

こ
こ
は
都
内
な
ど
か
ら
通
っ
て
く

る
人
を
含
め
６
０
０
名
近
い
会
員
が

所
属
す
る
「
Ｔ
Ｒ
Ｃ
乗
馬
ク
ラ
ブ
高

崎
」。
ス
タ
ッ
フ
が
馬
の
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ
ン
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
馬
を

走
ら
せ
た
り
、
会
員
が
乗
馬
レ
ッ
ス

ン
を
受
け
た
り
す
る
光
景
を
目
に
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
乗
馬
は
年
齢
、
性
別
、
体
力
を

問
わ
ず
だ
れ
で
も
楽
し
め
る
ス
ポ
ー

ツ
。
馬
が
好
き
で
馬
を
自
分
で
動
か

し
て
み
た
い
と
い
う
意
思
を
お
持
ち

―高崎駅東口から伸びる354バイパス沿線を巡る―
　

高
崎
駅
東
口
か
ら
高
崎
・
玉
村
ス

マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
（
平
成
26
年
開
通
予

定
）
ま
で
の
３
５
４
バ
イ
パ
ス
区
間

は
、
高
速
道
路
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
向

上
が
図
ら
れ
、
急
速
な
変
貌
を
遂
げ

て
い
ま
す
。

　

３
５
４
バ
イ
パ
ス
が
貫
く
一
帯
、

特
に
井
野
川
下
流
域
は
、
３
世
紀
頃

に
新
し
い
農
業
技
術
を
携
え
東
海
地

方
よ
り
や
っ
て
き
た
集
団
が
、
灌か
ん
が
い漑

事
業
を
行
い
「
毛け

の野
」（
穀
物
の
稔
る

地=

群
馬
の
古
称
）
に
転
換
し
た
地

域
。
膨
大
な
動
員
力
と
経
済
力
を
手

に
し
た
そ
の
集
団
の
大
首
長
が
眠
る

「
元
島
名
将
軍
塚
古
墳
」
を
は
じ
め
、

こ
の
エ
リ
ア
に
は
通
り
過
ぎ
て
し
ま

う
に
は
も
っ
た
い
な
い
ス
ポ
ッ
ト
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

N
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で
あ
れ
ば
、
馬
は
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
上
手
に
図
り
ま
す
」

と
話
す
乗
馬
ク
ラ
ブ
の
高
波
さ
ん
。

　

乗
馬
初
心
者
に
は
、
ス
ポ
ー
ツ
と

し
て
の
心
地
よ
さ
、
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

や
癒
し
の
効
果
な
ど
乗
馬
の
醍
醐
味

が
味
わ
え
る
30
分
の
『
体
験
１
回

コ
ー
ス
』
が
オ
ス
ス
メ
。
馬
の
気
高

い
精
神
性
が
動
作
や
容
姿
の
美
し
さ

に
表
れ
、
見
て
い
る
だ
け
で
も
心
が

洗
わ
れ
、
疲
れ
が
修
復
さ
れ
る
よ
う

な
癒
し
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
都
市
部
の
喧
騒
を
忘
れ
る

   

木
々
に
囲
ま
れ
た
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

　

乗
馬
ク
ラ
ブ
か
ら
３
５
４
バ
イ
パ

ス
に
出
る
と
、
左
斜
め
前
方
に
こ
ん

も
り
と
木
々
が
茂
っ
た
一
帯
が
見
え

ま
す
。
こ
れ
は
進す
さ
の
お雄
神
社
が
鎮
座
す

る
杜も
り

。
貞じ
ょ
う
が
ん観

11
年
（
８
６
９
）
に
諸

国
に
疫
病
が
蔓
延
し
た
と
き
に
、

清
和
天
皇
の
命
に
よ
り
尾び
し
ゅ
う州
（
愛
知

県
）
津
島
神
社
を
勧か
ん
じ
ょ
う請
し
て
、
こ
の

地
に
祀
り
ま
し
た
。
武
田
、
上
杉
、

北
条
等
の
戦
国
武
将
た
ち
の
戦
勝

祈き
と
う
も
ん
じ
ょ

祷
文
書
や
社し
ゃ
け家
の
安あ
ん
ど
じ
ょ
う

堵
状
等
が
伝

え
ら
れ
、
篤
く
崇
拝
さ
れ
て
い
た
様

子
が
し
の
ば
れ
ま
す
。
高
崎
藩
主
や

箕
輪
城
主
よ
り
神
領
が
寄
進
さ
れ
、

寛
永
11
年
（
１
６
３
４
）
に
徳
川
家

光
公
よ
り
御
朱
印
三
十
石
が
寄
進
さ

れ
ま
し
た
。

　

明
治
初
年
の
神
仏
分
離
に
よ
り
、

そ
れ
ま
で
の
「
天て
ん
の
う
ぐ
う

王
宮
」
か
ら
「
進

雄
神
社
」
と
改
称
さ
れ
、
御
祭
神
は

速す

さ

の

お

の

須
佐
之
男
命み
こ
とと
稲く
し
な
だ田
姫ひ

め命
ほ
か
、

近
郷
三
町
内
に
祀
ら
れ
て
い
た
合
祀

の
神
々
24
神
で
す
。

　

朱
色
の
一
の
大
鳥
居
に
続
い
て
白

木
の
二
の
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
神
域
と

な
り
、
神
木
の
大
ケ
ヤ
キ
を
は
じ

め
木
々
の
息
吹
を
受
け
な
が
ら
空

気
が
澄
ん
で
い
く
の
を
感
じ
ま
す
。

手て
み
ず
し
ゃ

水
舎
で
柄ひ
し
ゃ
く杓
に
水
を
受
け
て
先
ず

左
手
、
右
手
と
す
す
ぎ
、
そ
の
後
左
手

に
水
を
受
け
て
口
を
す
す
い
で
最
後

に
も
う
一
度
左
手
を
す
す
い
で
身
を

清
め
ま
す
。
参
道
の
中
央
は
太
鼓
橋

の
「
御ご

し
ん
き
ょ
う

神
橋
」
で
、
神
様
が
お
渡
り

に
な
る
と
こ
ろ
。
左
右
に
よ
け
て
御

社
殿
神
前
に
進
み
、
二
拝
二
拍
手
一

拝
の
作
法
で
お
参
り
を
し
ま
す
。

　

進
雄
神
社
は
、
子
ど
も
連
れ
の
ご

家
族
が
の
ん
び
り
時
を
過
ご
す
姿

が
見
受
け
ら
れ
る
な
ど
親
し
め
る
場

所
。
御
社
殿
の
西
に
は
名
誉
宮
司
が

丹
精
込
め
た
〝
神し

ん
え
ん苑

〞
が
あ
り
、
梅

や
椿
、
草
花
が
季
節
を
彩
り
、
飼
育

し
て
い
る
孔
雀
や
七
面
鳥
な
ど
を
見

し
て
い
る
孔
雀
や
七
面
鳥
な
ど
を
見

な
が
ら
の
散
策
が
楽
し
め
ま
す
。

な
が
ら
の
散
策
が
楽
し
め
ま
す
。

　

こ
の
神
社
は
代
々
高
井
家
当
主
が

　

こ
の
神
社
は
代
々
高
井
家
当
主
が

神
官
に
あ
た
る
「
天て
ん
の
う王
太だ
ゆ
う
し

だ
ゆ
う
し

夫
司
夫
司
職し
き

」

を
務
め
て
き
ま
し
た
。
高
井
家
は

を
務
め
て
き
ま
し
た
。
高
井
家
は
13

世
紀
頃
に
こ
こ
に
居
住
し
、
屋
敷
は

世
紀
頃
に
こ
こ
に
居
住
し
、
屋
敷
は

進
雄
神
社
を
含
ん
で
二
重
堀
の
構
え

進
雄
神
社
を
含
ん
で
二
重
堀
の
構
え

を
も
つ
構
造
で
し
た
。
東
西
１
５
０

を
も
つ
構
造
で
し
た
。
東
西
１
５
０

メ
ー
ト
ル
、
南
北
90
メ
ー
ト
ル
に
も

メ
ー
ト
ル
に
も

及
ん
だ
堀
は
現
在
、
内
堀
の
一
部
を

及
ん
だ
堀
は
現
在
、
内
堀
の
一
部
を

残
し
て
い
ま
す
。

■
鮮
度
抜
群
の
寿
司
ラ
ン
チ

鮮
度
抜
群
の
寿
司
ラ
ン
チ

　

市
場
が
開
放
さ
れ
る
感
謝
デ
ー

　

市
場
が
開
放
さ
れ
る
感
謝
デ
ー

　

進
雄
神
社
か
ら
３
５
４
バ
イ
パ
ス

　

進
雄
神
社
か
ら
３
５
４
バ
イ
パ
ス

に
出
て
玉
村
方
面
に
進
み
、「
卸
売

に
出
て
玉
村
方
面
に
進
み
、「
卸
売

市
場
北
入
口
」
の
交
差
点
を
右
折
。

市
場
北
入
口
」
の
交
差
点
を
右
折
。

高
崎
市
総
合
卸
売
市
場
は
、
県
内
西

高
崎
市
総
合
卸
売
市
場
は
、
県
内
西

部
流
通
圏
の
生
鮮
食
料
品
の
拠
点
市

部
流
通
圏
の
生
鮮
食
料
品
の
拠
点
市

場
と
し
て
、
生
鮮
食
料
品
の
質
・

場
と
し
て
、
生
鮮
食
料
品
の
質
・

量
・
価
格
面
に
お
け
る
安
定
供
給

量
・
価
格
面
に
お
け
る
安
定
供
給

を
促
進
す
る
と
い
う
大
き
な
役
割
を

を
促
進
す
る
と
い
う
大
き
な
役
割
を

担
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
魚
介
と
青

担
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
魚
介
と
青

果
、
花か

き卉
等
が
、
こ
の
卸
売
市
場
を

等
が
、
こ
の
卸
売
市
場
を

経
由
し
て
い
ま
す
。
午
前
6
時
か
ら

せ
り
が
始
ま
る
と
場
内
は
一
気
に
活

気
づ
き
、
午
前
11
時
頃
に
は
静
寂
を

取
り
戻
し
ま
す
。
そ
れ
で
も
場
内
に

あ
る
お
寿
司
屋
さ
ん
は
、
海
辺
の
庶

ド ラ イ ブ 日 和
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■
見
て
触
っ
て
体
験
し
て
、

昔
の
暮
ら
し
の
知
恵
や
工
夫
を
実
感

　

市
場
か
ら
出
て
「
卸
売
市
場
北

入
口
」
の
交
差
点
を
そ
の
ま
ま
直

進
。
付
き
当
た
っ
た
Ｔ
字
路
「
伊
勢

崎
街
道
」
を
玉
村
方
面
に
右
折
し
、

井
野
川
に
架
か
る
常
慶
橋
を
渡
っ
て

道
な
り
に
右
折
し
て
す
ぐ
左
側
に
、

か
つ
て
村
役
場
だ
っ
た
素
朴
な
木

造
の
建
物
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
昭

和
53
年
よ
り
「
高
崎
市
歴
史
民
俗
資

料
館
」
と
し
て
、
高
崎
市
内
を
中
心

に
、
日
々
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
民
俗
資

料
の
収
集
・
保
存
・
研
究
・
展
示
の

役
割
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。
入
館
は

無
料
。
中
に
入
る
と
長
い
年
月
に
磨

か
れ
黒
光
り
す
る
床
や
階
段
は
、
資

料
館
と
し
て
こ
れ
以
上
な
い
と
い
う

し
っ
く
り
と
し
た
雰
囲
気
を
醸
し
出

し
て
い
ま
す
。
小
学
校
単
位
で
の
児

童
の
利
用
が
圧
倒
的
に
多
く
、
近
県

か
ら
の
利
用
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　

館
内
に
は
明
治
か
ら
昭
和
初
期
の

茶
の
間
や
台
所
、
囲
炉
裏
、
駄
菓
子

屋
、
学
校
の
教
室
、
商
人
の
帳
場
な

ど
が
再
現
さ
れ
、
展
示
さ
れ
て
い
る

も
の
を
手
に
と
っ
た
り
触
っ
た
り
し

な
が
ら
、
当
時
の
暮
ら
し
を
よ
り
身

近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

機
織
り
の
部
屋
で
は
高た
か
は
た機
が
10
台

設
置
さ
れ
、
水
・
金
曜
日
に
は
実
演

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
高
機
で

織
る
布
は
13
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
そ

う
で
す
。
手
間
暇
か
け
て
積
み
上
げ

る
作
業
か
ら
生
ま
れ
る
布
は
、
当
時

大
変
な
貴
重
品
。
古
く
な
っ
た
着
物

で
も
布
を
細
く
裂
い
て
高
機
で
織
り

直
し
、
独
特
の
風
合
い
の
あ
る
布
に

仕
上
げ
る
と
い
っ
た
お
話
か
ら
、
工

夫
し
楽
し
み
な
が
ら
物
を
大
切
に
し

た
当
時
の
人
々
の
暮
ら
し
方
に
感
心

さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
年
に
数
回
企
画
展
が
実
施

さ
れ
、
現
在
は
旧
暦
の
3
月
（
4
月
）

の
節
句
「
雛ひ
な

遊
び
」
を
テ
ー
マ
に
し

た
展
示
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
田
植

え
に
先
立
ち
農
作
業
を
始
め
る
大
事

な
時
期
に
、
身
の
け
が
れ
を
清
め
る

風
習
か
ら
、
人
の
形
を
紙
な
ど
で
作

り
川
や
海
に
流
し
た
の
が
「
雛
人
形
」

の
始
ま
り
。
江
戸
時
代
中
期
に
今

の
よ
う
な
「
雛
祭
り
」
に
な
り
、
大

八
車
で
「
雛
売
り
」
が
や
っ
て
く
る

な
ど
、
興
味
深
い
切
り
口
の
展
示
か

ら
、
い
に
し
え
の
風
習
や
暮
ら
し
へ

の
興
味
が
膨
ら
む
一
方
で
、
我
家
を

素
敵
に
演
出
す
る
イ
ン
テ
リ
ア
の
ヒ

ン
ト
も
見
つ
か
り
そ
う
で
す
。

民
的
な
食
堂
と
い
っ
た
飾
ら
な
い
雰

囲
気
で
、
お
昼
を
食
べ
に
く
る
お
客

さ
ん
を
待
っ
て
営
業
を
続
け
ま
す
。

市
場
に
集
ま
る
新
鮮
な
ネ
タ
が
な
に

よ
り
魅
力
で
、
握
り
上
寿
司
９
８
０

円
、
お
す
す
め
握
り
９
８
０
円
、
海

鮮
丼
６
８
０
円
…
な
ど
価
格
も
リ
ー

ズ
ナ
ブ
ル
。
ラ
ン
チ
を
目
的
に
市
場

に
行
く
の
も
断
然
オ
ス
ス
メ
で
す
！

　

ま
た
、
毎
月
第
2
・
第
4
土
曜

（
午
前
9
時
〜
12
時
）
に
開
催
さ
れ

る
『
ニ
コ
ニ
コ
感
謝
デ
ー
』
で
は
、

市
場
が
一
般
客
に
開
放
さ
れ
ま
す
。

家
庭
用
に
小
分
け
さ
れ
た
商
品
が
並

び
、
市
場
な
ら
で
は
の
珍
し
い
商
品

や
、
鮮
度
抜
群
で
お
得
感
の
あ
る
食

材
を
目
当
て
に
多
く
の
人
が
訪
れ
ま

す
。
春
を
告
げ
る
魚
や
野
菜
な
ど
、

季
節
感
を
た
っ
ぷ
り
味
わ
う
こ
と
も

で
き
ま
す
。

ドライブ
日和

354 バイパス

■高崎市歴史民俗資料館
　住所：高崎市上滝町 1058
   TEL：027-352-1261
　開館時間：9時～ 16時   入館無料
　休館日 : 月曜・祝日の翌日

■市場寿司なごみ屋
TEL：080-9446-7538
　営業時間：4時～ 14時

■高崎市総合卸売市場
　住所：高崎市下大類町 1258　
　TEL：027-353-0123  日曜定休
※毎週第 2・4土曜日はニコニコ感謝デー

企画展「雛遊び」（4月 14日まで）



が
開
花
す
る
端
緒
を
切
り
拓
い
た

の
が
、
こ
の
元
島
名
将
軍
塚
古
墳
を

造
っ
た
人
た
ち
、
そ
し
て
高
崎
市
卸

売
市
場
付
近
（
柴
崎
町
）
に
あ
っ
た

蟹か
に
ざ
わ沢
古
墳
の
主
で
あ
る
と
、『
高
崎

千
年
物
語
』
の
著
者
・
若
狭
徹
さ
ん

は
指
摘
し
て
い
ま
す
。
蟹
沢
古
墳
は

現
存
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
卑
弥
呼
に

ま
つ
わ
る
「
三さ
ん
か
く
ぶ
ち
し
ん
じ
ゅ
う

角
縁
神
獣
鏡き
ょ
う」
が

出
土
し
た
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
、

千
七
百
年
前
に
高
崎
の
地
に
卑
弥
呼

と
強
い
関
係
の
あ
っ
た
人
物
が
い
た

こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
大
き
な
前
方
後
方
墳
（
伊

勢
湾
岸
地
方
に
多
い
古
墳
の
形
）
で

あ
る
将
軍
塚
古
墳
を
築
い
た
の
は
、

東
海
地
方
か
ら
新
し
い
農
業
技
術
を

携
え
３
世
紀
に
移
住
し
、
高
崎
南
部

の
低
湿
地
を
開
拓
し
た
外
来
集
団
の

長
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

東
海
人
は
船
を
操
る
こ
と
に
長
け

た
海
の
民
。
伊
勢

湾
か
ら
船
出
し
、

太
平
洋
伝づ

た

い
に
東

京
湾
に
至
り
、
荒

川
も
し
く
は
利
根

川
を
遡
上
し
て
高

崎
周
辺
に
上
陸
し

た
の
で
は
…
そ
う

い
っ
た
思
い
を
巡
ら
せ
な
が
ら
井
野

川
を
見
渡
す
と
、
古
代
人
の
声
が
聞

こ
え
て
く
る
よ
う
で
す
。

■
畑
の
あ
る
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
専
門
店

青
空
の
下
で
お
茶
し
ま
せ
ん
か
？

　

３
５
４
バ
イ
パ
ス
を
高
崎
駅
方
面

に
戻
り
、
進
雄
神
社
を
過
ぎ
右
側

に
住
宅
展
示
場
の
あ
る
交
差
点
を
左

折
。〝
中
居
緑
地
帯
通
り
〞
沿
い
に

進
み
最
初
の
鉄
塔
の
手
前
を
左
折
す

る
と
、
自
転
車
屋
さ
ん
の
向
か
い

に
、
オ
レ
ン
ジ
の
四
角
い
建
物
＆

畑
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
、
オ
ー
ガ

ニ
ッ
ク
野
菜
と
お
や
つ
の
店
「
ＢビＩ

Ｏオ

ス

ク
Ｓ
Ｋ
」。
有
機
農
法
や
自
然
栽
培

で
作
ら
れ
た
野
菜
や
手
作
り
ケ
ー

キ
、
プ
リ
ン
な
ど
自
家
製
加
工
食
品

に
、
紅
茶
・
穀
物
・
洗
剤
・
石
鹸
・

ク
レ
ヨ
ン
な
ど
の
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
製

品
が
並
び
ま
す
。

　

オ
ー
ナ
ー
の
櫻
井
さ
ん
ご
夫
婦

　

オ
ー
ナ
ー
の
櫻
井
さ
ん
ご
夫
婦

は
、
そ
の
土
地
で
と
れ
た
種
か
ら
野

は
、
そ
の
土
地
で
と
れ
た
種
か
ら
野

菜
を
育
て
る
「
固
定
種
」
栽
培
に
こ

菜
を
育
て
る
「
固
定
種
」
栽
培
に
こ

だ
わ
る
農
業
に
取
り
組
み
な
が
ら
、

だ
わ
る
農
業
に
取
り
組
み
な
が
ら
、

丹
精
込
め
て
育
て
た
野
菜
を
仲
間
の

丹
精
込
め
て
育
て
た
野
菜
を
仲
間
の

有
機
栽
培
農
家
の
野
菜
と
一
緒
に
販

有
機
栽
培
農
家
の
野
菜
と
一
緒
に
販

売
。
さ
ら
に
、
そ
の
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク

売
。
さ
ら
に
、
そ
の
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク

野
菜
を
材
料
に
、
卵
、
乳
製
品
、
動

野
菜
を
材
料
に
、
卵
、
乳
製
品
、
動

物
性
食
品
不
使
用
の
自
家
製
ケ
ー
キ

物
性
食
品
不
使
用
の
自
家
製
ケ
ー
キ

な
ど
も
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

赤
い
発
色
が
き
れ
い
な
赤
ビ
ー
ツ

　

赤
い
発
色
が
き
れ
い
な
赤
ビ
ー
ツ

や
有
機
レ
ー
ズ
ン
と
の
相
性
抜
群
の

や
有
機
レ
ー
ズ
ン
と
の
相
性
抜
群
の

サ
ツ
マ
イ
モ
の
ケ
ー
キ
、
見
た
目
は

サ
ツ
マ
イ
モ
の
ケ
ー
キ
、
見
た
目
は

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
ケ
ー
キ
に
し
か
見
え

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
ケ
ー
キ
に
し
か
見
え

な
い
色
と
独
特
の
風
味
と
栄
養
が
つ

な
い
色
と
独
特
の
風
味
と
栄
養
が
つ

ま
っ
た
ゴ
ボ
ウ
ケ
ー
キ
、
し
っ
と
り

ま
っ
た
ゴ
ボ
ウ
ケ
ー
キ
、
し
っ
と
り

な
め
ら
か
な
豆
プ
リ
ン
な
ど
、
素
朴

な
め
ら
か
な
豆
プ
リ
ン
な
ど
、
素
朴

な
お
や
つ
に
は
自
然
の
恵
み
が
た
っ

な
お
や
つ
に
は
自
然
の
恵
み
が
た
っ

ぷ
り
。
併
設
の
カ
フ
ェ
で
オ
ー
ガ

ぷ
り
。
併
設
の
カ
フ
ェ
で
オ
ー
ガ

ニ
ッ
ク
ド
リ
ン
ク
と
一
緒
に
ど
う
ぞ

ニ
ッ
ク
ド
リ
ン
ク
と
一
緒
に
ど
う
ぞ

召
し
あ
が
れ
！

■
水
田
を
開
拓
し
た
外
来
集
団
や

　

卑
弥
呼
と
関
わ
り
の
強
い
人
物

　

歴
史
民
俗
資
料
館
の
裏
手
に
回
っ

て
徒
歩
5
分
ほ
ど
、
高
南
中
学
校
の

西
方
１
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ

ろ
に
、
4
世
紀
初
め
に
造
ら
れ
た
群

馬
県
内
最
古
の
古
墳
と
し
て
知
ら

れ
る
大
型
の
前
方
後
方
墳
「
元も

と
し
ま
な

島
名

将し
ょ
う
ぐ
ん
づ
か

軍
塚
古
墳
」（
墳
長
95
メ
ー
ト

ル
）
が
あ
り
ま
す
。
古
く
か
ら
王お

う
や
ま山

と
呼
ば
れ
、
上か

み
つ
け
の

毛
野
・
下し

も
つ
け
の
き
み

毛
野
君
の

始
祖
と
さ
れ
る
豊と

よ
き
い
り
び
こ
の
み
こ
と

城
入
彦
命
の
孫
に

あ
た
る
彦ひ

こ
さ狭

嶋し
ま
お
う王

の
墓
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
古
墳
の
上
に
は
祠ほ

こ
ら

が
あ

り
「
島
名
神
社
」
と
称
し
て
彦
狭
嶋

王
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

高
崎
地
域
の
卓
越
し
た
文
化
力

ド ラ イ ブ 日 和

◀元島名将軍塚古墳から出土した
　東海地方西部発祥の土器

■元島名将軍塚古墳と島名神社
　住所：高崎市元島名町 162

■BIOSK( ビオスク )
　住所：高崎市中居町 2-6-31
　TEL：027-333-5753
営業時間：10時～18時

                  （木・金・土・日のみ営業）  

古墳全景

島
名
神
社

井
野
川
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第34回 森とオーケストラ

み さ と 芝 桜 ま つ り

第37回県民芸術祭参加

　森とオーケストラとは、群馬交響楽団（以下、群響）による無料野外コンサー
トです。群響は、音楽文化を通した戦後復興を目指して 1945 年に設立されま
した。それ以来、市民、県民のみなさんにオーケストラの素晴らしさを伝え、
多くの人々に音楽を楽しんでもらう目的で活動してきました。
　しかし、当時の人々はオーケストラに対してなじみが薄く、遠い存在であっ
たため、群響は深刻な経営難に陥ってしまいます。このままでは高崎の文化で
ある音楽がなくなってしまう。そんな危機感のなか、高崎青年会議所と群響が
協力して始めたのが「森とオーケストラ」です。
　オーケストラは聴いてみると面白い。では、どうしたらみんなにオーケスト
ラを聴いてもらえるのか。そこで生れまたのが現在のスタイルです。公園の芝
生のうえで、お弁当をひろげ、新緑の爽やかな風を受けながら、家族や友達と
肩を寄せ合ながら最高のオーケストラをお楽しみください。

　暖かい春の日差しのもと、「2013みさと芝桜まつり」が開催さ
れます。
　織姫が置き忘れた桜色の羽衣のように赤・白・ピンクの色鮮や
かな芝桜を渦巻き模様で描きだしています。
　イベントは、4月13日、20日、27日午前10時と午後2時の２回。
先着 100名様に、芝桜ポット苗・なめこ汁の無料配布を行います。
（※入場順ではなく、園内放送後先着順）また、4月28 日には、み
のわの里のきつねの嫁入り行列を行います。
　売店では、地元の新鮮野菜や春の山菜、また、高崎名物だるま
をアレンジした、カラフルな芝桜だるまの販売も行っています。
　皆様のお越しをお待ちしています。

●入場料：大人３００円　小学生１００円　小学生未満無料
　　　　　団体（１５名以上）：大人２００円　小学生５０円
●駐車場無料（乗用車３３５台、大型バス２６台収容可能）

●12時開演
●群馬の森大芝生広場特設ステージ
　（野外演奏、雨天中止）
●管弦楽：群馬交響楽団

第1回 榛名山ヒルクライム in 高崎 ＥＶＥＮＴ

●お問い合わせ：箕郷支所産業課　
　　　　　　　　TEL.０２７－３７１－９０６５

●お問い合わせ：公益社団法人高崎青年会議所内  森とオーケストラ実行委員会事務局
　　　　　　  TEL.０２７－３６１－７６０４

ＥＶＥＮＴ

●お問い合わせ：たかさきスプリングフェスティバル実行委員会事務局　 TEL.０２７－３４７－１６８６

●お問い合わせ：榛名山ヒルクライム in 高崎 実行委員会  TEL.０２７－３７４－６７１５

ＥＶＥＮＴ

第25回たかさきスプリングフェスティバルＥＶＥＮＴ

●みさと芝桜公園
●午前 8時から午後 5時

4 
（月・祝）
29

4 
（月・祝）
29

5 
（土） （日）
18 19・

　平成と共にスタートした「たかさきスプリングフェスティバル」は今年で25回を迎えま
す。高崎の春を代表する「市民のための市民のまつり」として定着してきました。　
　音楽センター前広場で午前10時からオープニングを行い、花鉢・苗木の配布を行う緑花
祭、自慢の伝統芸能を披露する市民芸能祭へと続きます。音楽センター東側では新緑の中
で琴の調べを聴きながらお茶を楽しむ三曲・野点コーナーと福祉団体を中心にした青空て
んと村を開催しています。実行委員会が担当する「里山ひろば」は昔懐かしい木工細工や
竹馬作りなど里山の楽しさでいっぱいです。市庁舎前広場ではフリーマーケット・こども
広場・食道楽・軽音楽とこちらも盛りだくさんです。
　今年の目玉は昨年に引き続き「ひたちなか市・銚子市・柏崎市の観光物産市」です。美
味しいものをゲットしてください
　「春に集う」をテーマに親しまれてきたこのフェスティバルは当日延べ２万人もの方々
が来場し、暖かな春の一日を楽しんでいます。実行委員も全員市民ボランティアで運営し、
学生を中心とする当日のボランティアスタッフを含めると約 250名で運営しています。
　皆様のご来場をお待ち申し上げています。

　18日には、榛名体育館でゲストによるサイン会やトークショーなど
のイベント、榛名湖畔でのタイムトライアルレースを開催します。会
場には飲食ブースや協賛企業の展示ブースも出店します。
　19日はヒルクライムレースを開催。ゲスト選手にバルセロナオリン
ピック出場の藤田晃三さん、ヒルクライム専門のプロチームVAXレー
シングから長沼選手、黒岩選手が出場します。モデルの日向涼子さん
も参戦。ＭＣはサイクルライフナビゲーターの絹代さんが務めてくれます。
　さらに、少年チャンピオン連載中「弱虫ペダル」の作者、渡辺航さ
んもハルヒルに参加。トークショーやサイン会も予定しています。
　高崎市で初開催のヒルクライム。皆さん、ぜひ見に来てください。

※入場無料

●音楽センター前広場
　市庁舎前広場、他

●会場：榛名体育館、榛名湖畔

＊当日は交通規制があります。19 日（日）はレース開催中、コース上は
　全面通行止めになりますので、ご協力お願いします。

※競技参加のエントリーは、既に終了しています。
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ようこそ高崎 人情市

●お問い合わせ：事務局 NPO法人高崎やる気堂（高崎市剣崎町1348-1）
　 TEL 027－343－5130　FAX 027－340－7067　http://ninjou.gunmablog.net/

今後のスケジュール
平成 25年 4月 28 日（日）　（午前 8時～午後 3時）　※会場：もてなし広場
平成 25年 5月 26 日（日）　（午前 8時～午後 3時）　※会場：もてなし広場
平成 25年 6月 23 日（日）　（午前 8時～午後 3時）　※会場：もてなし広場

ＥＶＥＮＴ

 

高 崎 商 都 博 覧 会 2 0 1 3

●お問い合わせ：高崎商工会議所  商業振興課　TEL.０２７－361－5171

「高崎バル２０１３・春」開催

　高崎中心市街地の大型店５店（スズラン高崎
店・高崎髙島屋・高崎モントレー・高崎ビブレ・
ヤマダ電機 LABI１高崎）による共同販促企画で
ある、第６回「高崎商都博覧会 2013」を 4月
27日（土）～ 29（月）の期間開催します。
　期間中は、催事やポイント還元セールなど大
型店ならではの趣向を凝らした企画が目白押し
です。中でも、２店舗以上で買い物をされた方
が参加できる「高崎５店ぐるりんスタンプ」大
抽選会は、総額 230万円の豪華景品に加え、今
回からは各大型店賞や特別賞もご用意いたしま
した。
　また、まちなか商店街（高崎中部商店街・ハ
ナハナストリート）が連携し多彩なイベントを
開催するほか、「音楽」や「食」をテーマにし
たイベントも同時開催する予定です。

　高崎中心市街地の飲食店では６月６日（木）～９日（日）
にかけて、会社帰りや買い物帰りに“食べ歩き”と“ま
ち歩き”を楽しんでいただく飲食イベント「高崎バル
2013・春」を開催いたします。
　バルとは、いつでも立ち寄れる気軽なお店という意味
で、参加店がお店の特徴を生かしたワンドリンク・ワン
メニューのお得な“バルメニュー”を用意し、お客様の
来店をお待ちしております。
　３回目の開催となった昨秋の開催では、和食や洋食、
カフェやバーなど、バラエティーに富んだ 85店舗が参
加し、４日間で延べ６千人近いお客様で賑わいました。
　「高崎バル 2013・春」の参加店舗並びに各店舗のバ
ルメニュー等の情報は、ガイドマップや高崎商工会議所
のホームページなどでご案内する予定ですので、ぜひこ
の機会にまちなかの“食べ歩き”と“まち歩き”をお楽
しみください。

ＥＶＥＮＴ

●お問い合わせ：高崎商工会議所  商業振興課   TEL.０２７－361－5171

● 05

● 06

4 
（土） （月）
27 29～

6 
（木） （日）
6 9～

●抽選期間：4月27（土）～29（月）  午前10時～午後7時

●スズラン高崎店・高崎髙島屋
　高崎モントレー・高崎ビブレ
　ヤマダ電機 LABI１高崎

●あとバル：１０日（月）～１６日（日）

●中心市街地の飲食店



徳川幕府の国防の要衝
街道と語り合う歴史のひととき
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た
。
こ
の
新
し
い
中
山
道
の
沿
道
に
は
商
家

た
。
こ
の
新
し
い
中
山
道
の
沿
道
に
は
商
家

が
並
ぶ
よ
う
に
な
り
、
高
崎
の
原
型
と
な
る

が
並
ぶ
よ
う
に
な
り
、
高
崎
の
原
型
と
な
る

ま
ち
な
み
が
生
ま
れ
た
。

●
古
代
の
メ
イ
ン
ル
ー
ト
が
通
っ
て
い
た
高
崎

　

高
崎
の
街
道
史
を
ひ
も
と
く
と
、
源
流
は

遠
く
古
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。

　

朝
廷
の
置
か
れ
て
い
た
畿
内
か
ら
奥
州
を

結
ぶ
東
山
道
は
、
高
崎
あ
た
り
ま
で
は
中
山

道
と
同
じ
ル
ー
ト
で
、
上
野
国
を
横
断
し
、

下
野
国
を
経
て
陸
奥
国
へ
と
日
本
の
中
央
を

貫
い
て
い
た
。
鎌
倉
時
代
以
前
は
、
都
と
東

日
本
を
結
ぶ
メ
イ
ン
ル
ー
ト
で
、
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
も
東
山
道
ル
ー
ト
で
東
北
征
伐
に
行
っ

て
い
る
。
朝
廷
と
地
方
の
国
府
を
結
ぶ
壮
大

な
道
路
網
が
作
ら
れ
、
古
墳
群
や
豪
族
居
館

跡
、
多
胡
碑
な
ど
が
、
古
く
か
ら
都
と
盛
ん

に
交
流
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

　

古
く
か
ら
交
通
の
要
衝
と
し
て
栄
え
た
高

崎
に
は
、
中
山
道
、
日
光
例
幣
使
街
道
、
三
国

街
道
、
鎌
倉
街
道
、
追
分
街
道
な
ど
の
道
筋

が
今
も
残
っ
て
い
る
。
碓
氷
峠
を
越
え
て
き

た
旅
人
は
、
高
崎
の
に
ぎ
わ
い
に
驚
き
、
江
戸

に
着
い
た
か
と
思
う
ば
か
り
だ
っ
た
そ
う
だ
。

●
関
東
の
要
・
高
崎
と
中
山
道

　

戦
国
時
代
、
信
州
、
越
後
と
関
東
の
勢
力

が
ぶ
つ
か
る
最
前
線
が
西
上
州
で
、
江
戸
に

入
府
し
た
徳
川
家
康
は
、
四
天
王
の
一
人
、

徳
川
最
強
軍
団
と
言
わ
れ
た
井
伊
直
政
を
軍

事
拠
点
の
箕
輪
城
に
置
き
、
国
防
の
要
衝
を

安
定
さ
せ
た
。
直
政
は
、
信
州
、
越
後
へ
と

街
道
が
通
じ
る
要
衝
の
地
・
和
田
に
城
を
移

し
、
慶
長
3
年
（
１
５
９
８
）
に
「
高
崎
」

が
誕
生
し
た
。

　

中
山
道
は
、
東
海
道
、
日
光
街

道
、
奥
州
街
道
、
甲
州
街
道
と
と
も

に
家
康
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
幕
府

直
轄
の
街
道
で
、
直
政
が
箕
輪
か
ら

高
崎
に
城
を
移
し
て
江
戸
へ
の
ル
ー

ト
を
整
え
た
こ
と
は
家
康
の
国
家
構

想
に
お
い
て
も
大
き
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
。

て
い
る
。

●
歴
史
を
伝
え
る
商
家
が
沿
道
に

　

高
崎
城
下
に
最
初
に
作
ら
れ
た
中
山
道

は
、
現
在
、
中
山
道
と
呼
ば
れ
て
い
る
大
通

り
の
東
側
の
道
だ
っ
た
。
赤
坂
か
ら
本
町
三

丁
目
を
東
に
ま
っ
す
ぐ
行
き
、
椿
町
で
右
折

し
て
通
町
を
南
に
行
き
、
砂
賀
町
で
左
折

し
て
東
に
向
か
い
、
中
居
か
ら
下
之
城
を
経

て
、
倉
賀
野
に
出
た
。

　

最
初
の
中
山
道
は
、
武
家
長
屋
や
寺
を
抜

け
て
い
た
。
永
禄
6
年
（
１
５
６
６
）
創
業

で
四
百
五
十
年
に
及
ぶ
老
舗
、
糀
屋
（
元
紺

屋
町
）
が
あ
る
南
北
の
通
り
で
、
道
路
も
拡

幅
さ
れ
ず
往
時
の
雰
囲
気
を
味
わ
え
る
。
糀

屋
の
前
の
金
沢
米
穀
店
も
三
百
年
以
上
前
に

倉
賀
野
河
岸
で
創
業
、
格
子
造
り
の
店
が
雰

囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
九
蔵
町
付
近
に
な

る
と
、
井
伊
直
政
に
京
か
ら
招
か
れ
て
高
崎

に
移
っ
た
染
職
人
「
だ
る
ま
紺
屋
」
な

ど
の
商
家
や
、
こ
の
あ
た
り
に
一
里
塚

が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

直
政
が
彦
根
に
移
っ
た
後
、
高
崎
城

主
に
な
っ
た
酒
井
家
次
は
、
本
町
三
丁

目
を
右
折
し
、
九
蔵
町
か
ら
田
町
、
連

雀
町
を
通
る
、
現
在
の
街
道
を
整
え

雀
町
を
通
る
、
現
在
の
街
道
を
整
え

中な

か 

山せ

ん 

道ど

う

―

交
通
の
要
衝
と
し
て
栄
え
た
高
崎―

①

◀最初の中山道
  往時の雰囲気を今に伝える（元紺屋町）

旧中山道地図

高崎駅
中山道

最初の中山道

●
●

至高崎城址

本町 椿町

九蔵町

八間道路

金沢米穀店

元紺屋町

連雀町

至赤坂

糀屋


