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高
崎
ま
つ
り
は

こ
う
し
て
は
じ
ま
っ
た



　

第
1
回
目
の
高
崎
ま
つ
り
は
、
1
9
7
5
年

の
8
月
17
日
に
「
高
崎
ふ
る
さ
と
祭
り
」
と
し
て

開
催
さ
れ
た
。
主
催
は
、高
崎
青
年
会
議
所
（
以

下
、
J
C
）。
そ
の
年
の
5
月
よ
り
準
備
が
は
じ

ま
っ
た
と
い
う
記
録
が
残
って
い
る
。

　
「
と
に
か
く
急
ピ
ッ
チ
で
仲
間
と
実
施
に
向
け

て
動
い
た
。
本
町
に
あ
っ
た
祭
り
の
実
行
委
員
長

の
会
社
を
事
務
所
に
し
て
、
み
ん
な
で
毎
晩
深
夜

ま
で
会
議
を
し
て
」
と
話
す
の
は
、
当
時
企
画

の
中
心
と
し
て
奔
走
し
た
根
岸
良
司
さ
ん
。

J
C
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
祭
り
の
準
備
と
運
営

に
携
わ
っ
た
。「
あ
の
頃
の
J
C
メ
ン
バ
ー
は
、
な

に
か
街
の
こ
と
に
役
立
ち
た
い
と
い
う
若
者
が
多

く
て
、
勢
い
が
あ
っ
た
よ
ね
。
お
祭
り
の
準
備
に一

生
懸
命
に
な
り
す
ぎ
て
、
勤
め
て
い
る
会
社
か
ら

怒
ら
れ
た
メ
ン
バ
ー
も
い
て
」
と
子
供
の
遊
び
コ
ー

ナ
ー
を
担
当
し
た
清
水
一也
さ
ん
。
今
回
は
、
1

回
目
の
ふ
る
さ
と
祭
り
に
携
わ
っ
た
お
二
人
に
、

貴
重
な
資
料
と
と
も
に
当
時
の
様
子
聞
い
た
。

　

75
年
は
、
73
年
に
お
こっ
た
オ
イ
ル
シ
ョッ
ク
に

よ
り
日
本
経
済
は
不
況
と
物
価
高
に
な
っ
た
。
高

崎
市
は
、
そ
の
年
市
制
75
周
年
だ
っ
た
が
、
そ
の

あ
お
り
を
受
け
、周
年
イ
ベン
ト
の
予
算
を
消
滅
。

そ
れ
ま
で
市
制
の
周
年
に
合
わ
せ
て
行
っ
て
い
た

山
車
巡
行
を
中
止
と
し
た
。
特
に
山
車
巡
行
に

つ
い
て
は
町
内
か
ら
の
要
望
が
高
く
「
ど
う
し
て

も
行
え
な
い
の
か
」
と
い
う
声
が
あ
が
っ
た
と
い

高
崎
ま
つ
り
は

こ
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し
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は
じ
ま
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た

高
崎
ま
つ
り
は

こ
う
し
て
は
じ
ま
っ
た

う
。
J
C
も
高
崎
市
に
働
き
か
け
た
が
、
結
局

の
と
こ
ろ
予
算
は
増
え
な
い
と
の
決
定
だ
っ
た
。

J
C
の
メ
ン
バ
ー
は
、
そ
れ
な
ら
ば
、
山
車
巡
行

を
J
C
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
実
現
し
よ
う
で
は
な

い
か
と
決
定
し
た
。「
ま
ず
は
手
分
け
を
し
て
市

内
に
35
あ
る
山
車
を
も
つ
町
内
を
ま
わ
り
、
山

車
を
出
場
さ
せ
て
く
れ
な
い
か
と
お
願
い
に
ま

わ
っ
た
ん
で
す
。
た
だ
予
算
は
な
く
町
内
の
自
力

で
出
て
ほ
し
い
と
い
う
お
願
い
と
ま
つ
り
の
趣
旨
を

理
解
し
て
も
ら
う
の
に一
苦
労
。
み
ん
な
で
説
得

し
て
ま
わ
っ
た
」
と
い
う
。
説
得
に
は
J
C
の

O
B
も
動
い
て
く
れ
た
そ
う
だ
。

　

75
年
6
月
19
日
付
の
読
売
新
聞
の
記
事
に
は

「
青
年
の
手
で
復
活
へ
」
と
の
見
出
し
で
J
C
が

祭
り
を
行
う
こ
と
を
掲
載
し
て
い
る
。「
初
め
て

　高崎の夏の一大イベント高崎
まつり。昨年の来場者は、約90万
人。今も昔も、高崎市街地にもっと
も人があつまる、熱い2日間だ。ひ
とたび高崎駅西口に降り立てば、
おはやしや太鼓、多くの人々の活
気に包まれる。当日は、山車や神輿
の巡行など伝統芸能を中心に、出
店が並び、初日の夜を彩る花火大
会など内容盛りだくさんで行わ
れる。そんな高崎まつりが今年、
50回目を迎える。
　高崎まつりの特徴ともいえる
のが、地域の風習や伝統、寺社の
祭りとは由来が異なる祭りであ
ること。市民が立ち上げ市民がつ
くる祭りは、初回の1975年（昭和
50年）には全国的にも珍しいも
のだったという。50回目を前に、
高崎まつりがどのようにして生
まれたのか。第1回目を振り返り
ながらそのルーツを探る。

1975年の高崎まつり



　

第
1
回
目
の
高
崎
ま
つ
り
は
、
1
9
7
5
年

の
8
月
17
日
に
「
高
崎
ふ
る
さ
と
祭
り
」
と
し
て

開
催
さ
れ
た
。
主
催
は
、高
崎
青
年
会
議
所
（
以

下
、
J
C
）。
そ
の
年
の
5
月
よ
り
準
備
が
は
じ

ま
っ
た
と
い
う
記
録
が
残
って
い
る
。

　
「
と
に
か
く
急
ピ
ッ
チ
で
仲
間
と
実
施
に
向
け

て
動
い
た
。
本
町
に
あ
っ
た
祭
り
の
実
行
委
員
長

の
会
社
を
事
務
所
に
し
て
、
み
ん
な
で
毎
晩
深
夜

ま
で
会
議
を
し
て
」
と
話
す
の
は
、
当
時
企
画

の
中
心
と
し
て
奔
走
し
た
根
岸
良
司
さ
ん
。

J
C
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
祭
り
の
準
備
と
運
営

に
携
わ
っ
た
。「
あ
の
頃
の
J
C
メ
ン
バ
ー
は
、
な

に
か
街
の
こ
と
に
役
立
ち
た
い
と
い
う
若
者
が
多

く
て
、
勢
い
が
あ
っ
た
よ
ね
。
お
祭
り
の
準
備
に一

生
懸
命
に
な
り
す
ぎ
て
、
勤
め
て
い
る
会
社
か
ら

怒
ら
れ
た
メ
ン
バ
ー
も
い
て
」
と
子
供
の
遊
び
コ
ー

ナ
ー
を
担
当
し
た
清
水
一也
さ
ん
。
今
回
は
、
1

回
目
の
ふ
る
さ
と
祭
り
に
携
わ
っ
た
お
二
人
に
、

貴
重
な
資
料
と
と
も
に
当
時
の
様
子
聞
い
た
。

　

75
年
は
、
73
年
に
お
こっ
た
オ
イ
ル
シ
ョッ
ク
に

よ
り
日
本
経
済
は
不
況
と
物
価
高
に
な
っ
た
。
高

崎
市
は
、
そ
の
年
市
制
75
周
年
だ
っ
た
が
、
そ
の

あ
お
り
を
受
け
、周
年
イ
ベン
ト
の
予
算
を
消
滅
。

そ
れ
ま
で
市
制
の
周
年
に
合
わ
せ
て
行
っ
て
い
た

山
車
巡
行
を
中
止
と
し
た
。
特
に
山
車
巡
行
に

つ
い
て
は
町
内
か
ら
の
要
望
が
高
く
「
ど
う
し
て

も
行
え
な
い
の
か
」
と
い
う
声
が
あ
が
っ
た
と
い

う
。
J
C
も
高
崎
市
に
働
き
か
け
た
が
、
結
局

の
と
こ
ろ
予
算
は
増
え
な
い
と
の
決
定
だ
っ
た
。

J
C
の
メ
ン
バ
ー
は
、
そ
れ
な
ら
ば
、
山
車
巡
行

を
J
C
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
実
現
し
よ
う
で
は
な

い
か
と
決
定
し
た
。「
ま
ず
は
手
分
け
を
し
て
市

内
に
35
あ
る
山
車
を
も
つ
町
内
を
ま
わ
り
、
山

車
を
出
場
さ
せ
て
く
れ
な
い
か
と
お
願
い
に
ま

わ
っ
た
ん
で
す
。
た
だ
予
算
は
な
く
町
内
の
自
力

で
出
て
ほ
し
い
と
い
う
お
願
い
と
ま
つ
り
の
趣
旨
を

理
解
し
て
も
ら
う
の
に一
苦
労
。
み
ん
な
で
説
得

し
て
ま
わ
っ
た
」
と
い
う
。
説
得
に
は
J
C
の

O
B
も
動
い
て
く
れ
た
そ
う
だ
。

　

75
年
6
月
19
日
付
の
読
売
新
聞
の
記
事
に
は

「
青
年
の
手
で
復
活
へ
」
と
の
見
出
し
で
J
C
が

祭
り
を
行
う
こ
と
を
掲
載
し
て
い
る
。「
初
め
て

1975年 オイルショックにより「市制75周年事業」を市が断念
した。

 町内からの山車を引きたいという希望があり JC（高崎
青年会議所）が「高崎ふるさと祭り」と名付け高崎
市の参画も補助金もない中、開催した。

 「高崎ふるさと祭り」は、神社の祭事と違い 【市民の
誰もが参加でき参加した人々が連帯感を持てる祭り】
をコンセプトにした。行政が参加しない祭りのため、
各町内に参加を呼びかけ、23町内の協力で山車巡行
も行う事が出来た。

 JCは、75周年の記念行事として、一度だけのつもり
で開催した「高崎ふるさと祭り」だったが、手作りの
祭りが好評を博し、毎年続ける事になった。

1976年 資金集めの為、ワッペン販売を開始。高崎市青年商業
者研究会・高崎青年経営者協議会等の諸団体も参加。

1980年 市制80周年。市から補助金を受け、高崎市内の山車
（34台）が出場。

 
1984年 技能祭を同時開催

1985年 市制85周年を記念し、「高崎まつり」に名称変更し市
が祭りに参画する様になった。 しかし、「高崎ふるさと
祭り」を引き継ぐ意味から 「第11回高崎まつり」とし
て開催された。 実行委員長を高崎観光協会の理事長
が務め、観光協会内に実施本部を置いた。実施本部
は、山車祭り保存会と、青年6団体（高崎青年会議所・
高崎青年経営者協議会・高崎青年商業者研究会・高
崎問屋街青年経営者研究会・高崎電気工事協同組
合・高崎水道工事業協同組合）により運営された。

1990年 市制90周年を記念して全町内会に山車の参加要請。
36台出場。 高崎まつり写真コンクール開催 自由参加
イベント等、山車の無い地域の人も参加できるイベン
トを多数始めた。

2000年 市制100周年を記念して全町内会に山車の参加要請。
38台出場。

2003年 高崎伝統文化保存会、高崎氏子會発足。

2006年 平成18年に合併して新しい高崎市となり、実行委員
会も新組織になり、第32回高崎まつりが始まった。 
「みせるための祭」として、三本柱（花火・山車・神輿）
が主旨の高崎まつりがスタート。 

2010年 市制110周年を記念して全町内会に山車の参加要請。
38台出場。

2024年 第50回 高崎まつり開催予定。
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いうのぼり旗。デザインは水原徳言。
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75
年
は
、
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
の
崩
壊
や
地
域
社
会
の

再
構
築
が
う
た
わ
れ
て
い
た
世
の
中
で
、
当
時
の

J
C
に
は
「
草
の
根
運
動
」
と
い
う
流
れ
が
あ
っ

た
と
い
う
。
こ
れ
は
地
域
に
密
着
し
た
も
の
を
掘

り
起
こ
し
て
紹
介
し
よ
う
と
い
う
運
動
で
、
高

崎
の
郷
土
芸
能
を
見
直
し
て
紹
介
し
、
人
と
人

と
の
ふ
れ
あ
い
を
見
つ
け
る
と
い
う
取
り
組
み
で
、

　

山
車
の
巡
行
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
高
崎
ふ
る

さ
と
祭
り
の
企
画
は
、
徐
々
に
多
く
の
市
民

を
巻
き
込
む
か
た
ち
で
、
大
き
な
も
の
に
な
っ

て
いっ
た
。

　

メ
イ
ン
会
場
は
、
群
馬
音
楽
セ
ン
タ
ー
前
の

広
場
と
現
在
の
も
て
な
し
広
場
に
あ
っ
た
当
時

の
市
庁
舎
と
図
書
館
。
山
車
巡
行
は
、
一
部

道
路
を
車
両
通
行
止
め
に
し
て
行
わ
れ
た
。

広
場
や
交
差
点
、
街
の
中
に
あ
る
も
の
は
全
て

生
か
そ
う
と
い
う
考
え
か
ら
場
所
が
決
ま
っ

た
。

　

音
楽
セ
ン
タ
ー
前
で
は
、「
子
供
の
遊
び
コ
ー

ナ
ー
」。
竹
馬
、ベ
ー
ゴ
マ
、メ
ン
コ
、
ポ
ッ
ク
リ
、

タ
ガ
廻
し
、
ど
じ
ょ
う
つ
か
み
な
ど
が
行
わ
れ

た
。
企
画
し
た
の
は
担
当
だ
っ
た
清
水
さ
ん
。

う
。
J
C
も
高
崎
市
に
働
き
か
け
た
が
、
結
局

の
と
こ
ろ
予
算
は
増
え
な
い
と
の
決
定
だ
っ
た
。

J
C
の
メ
ン
バ
ー
は
、
そ
れ
な
ら
ば
、
山
車
巡
行

を
J
C
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
実
現
し
よ
う
で
は
な

い
か
と
決
定
し
た
。「
ま
ず
は
手
分
け
を
し
て
市

内
に
35
あ
る
山
車
を
も
つ
町
内
を
ま
わ
り
、
山

車
を
出
場
さ
せ
て
く
れ
な
い
か
と
お
願
い
に
ま

わ
っ
た
ん
で
す
。
た
だ
予
算
は
な
く
町
内
の
自
力

で
出
て
ほ
し
い
と
い
う
お
願
い
と
ま
つ
り
の
趣
旨
を

理
解
し
て
も
ら
う
の
に一
苦
労
。
み
ん
な
で
説
得

し
て
ま
わ
っ
た
」
と
い
う
。
説
得
に
は
J
C
の

O
B
も
動
い
て
く
れ
た
そ
う
だ
。

　

75
年
6
月
19
日
付
の
読
売
新
聞
の
記
事
に
は

「
青
年
の
手
で
復
活
へ
」
と
の
見
出
し
で
J
C
が

祭
り
を
行
う
こ
と
を
掲
載
し
て
い
る
。「
初
め
て

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
と
に
か
く
メ
デ
ィ
ア
が
と

り
あ
げ
て
盛
り
上
げ
て
く
れ
た
」
と
話
し
、
結

果
と
し
て
23
町
内
の
山
車
が
巡
行
に
参
加
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

山
車
の
巡
行
を
す
る
の
で
あ
れ
は
、
J
C
内

に
あ
る
い
く
つ
か
の
委
員
会
で
取
り
組
ん
で
い
る

事
業
も
同
時
に
開
催
し
、
お
祭
り
に
し
よ
う
と

い
う
話
と
な
り
、
山
車
の
巡
行
か
ら
様
々
な
イ
ベ

ン
ト
を
同
時
開
催
す
る
高
崎
ふ
る
さ
と
祭
り
を
、

人
の
多
く
集
ま
る
お
盆
に
行
お
う
と
決
定
し
た
。

ふ
れ
あ
い
と
ふ
る
さ
と

1
回
目
の
内
容
は
…

そ
の
中
で
「
祭
り
」
開
催
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て

い
た
と
き
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
流
れ
を
汲
み
、
ふ
る
さ
と
祭
り
は
商
業

ベ
ー
ス
や
観
光
的
な
お
祭
り
で
は
な
く
、
地
域
に

あ
る
物
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
市
民
の
立
場
か

ら
市
民
に
よ
る
手
作
り
の
お
祭
り
を
し
よ
う
と

決
ま
っ
た
。
自
ら
作
り
参
加
す
る
こ
と
。
こ
れ
を

続
け
る
こ
と
で
、
祭
り
が
思
い
出
と
な
り
、
郷
土

の
ほ
こ
り
と
し
て
、
高
崎
に
対
し
て
「
ふ
る
さ
と
」

と
感
じ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　

祭
り
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
ふ
れ
あ
う
心
・
ふ
る

さ
と
高
崎
」。「
ふ
れ
あ
い
」と「
ふ
る
さ
と
」が
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
っ
た
。

「
僕
ら
の
知
っ
て
い
る
限
り
の
子
供
の
遊
び
を
今

の
子
達
に
伝
え
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
遊

び
の
内
容
を
決
め
ま
し
た
。
メ
ン
バ
ー
で
材
料

を
集
め
て
、
竹
馬
や
ポ
ッ
ク
リ
な
ど
は
手
作
り
。

チ
ケ
ッ
ト
を
印
刷
し
て
配
っ
た
ら
、
当
日
は
多

く
の
子
供
が
集
ま
っ
て
く
れ
ま
し
た
」
夜
間
に

は
、
鹿
島
の
七
日
火
が
行
わ
れ
、
そ
の
ほ
か
に

も
盆
踊
り
、
民
間
伝
承
芸
能
ま
つ
り
と
し
て
、

大
八
木
町
の
獅
子
舞
と
上
小
塙
町
の
太
々
神

楽
の
披
露
な
ど
、内
容
盛
り
だ
く
さ
ん
だ
っ
た
。

ま
た
記
念
講
演
と
し
て
教
育
者
無
着
成
恭
氏

に
よ
る
講
演
会
も
行
わ
れ
た
。

　
「
開
催
に
向
け
市
民
の
関
心
も
高
く
な
り
、

だ
ん
だ
ん
と
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
群
馬
交
響
楽
団
に
も
な
に
か
し
て
く

れ
な
い
か
と
話
を
も
っ
て
い
っ
た
ら
、
記
念
演

奏
会
を
開
催
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
そ

う
し
て
1
回
目
の
高
崎
ふ
る
さ
と
祭
り
は
、

多
く
の
市
民
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
た
。



　

第
1
回
目
の
高
崎
ま
つ
り
は
、
1
9
7
5
年

の
8
月
17
日
に
「
高
崎
ふ
る
さ
と
祭
り
」
と
し
て

開
催
さ
れ
た
。
主
催
は
、高
崎
青
年
会
議
所
（
以

下
、
J
C
）。
そ
の
年
の
5
月
よ
り
準
備
が
は
じ

ま
っ
た
と
い
う
記
録
が
残
って
い
る
。

　
「
と
に
か
く
急
ピ
ッ
チ
で
仲
間
と
実
施
に
向
け

て
動
い
た
。
本
町
に
あ
っ
た
祭
り
の
実
行
委
員
長

の
会
社
を
事
務
所
に
し
て
、
み
ん
な
で
毎
晩
深
夜

ま
で
会
議
を
し
て
」
と
話
す
の
は
、
当
時
企
画

の
中
心
と
し
て
奔
走
し
た
根
岸
良
司
さ
ん
。

J
C
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
祭
り
の
準
備
と
運
営

に
携
わ
っ
た
。「
あ
の
頃
の
J
C
メ
ン
バ
ー
は
、
な

に
か
街
の
こ
と
に
役
立
ち
た
い
と
い
う
若
者
が
多

く
て
、
勢
い
が
あ
っ
た
よ
ね
。
お
祭
り
の
準
備
に一

生
懸
命
に
な
り
す
ぎ
て
、
勤
め
て
い
る
会
社
か
ら

怒
ら
れ
た
メ
ン
バ
ー
も
い
て
」
と
子
供
の
遊
び
コ
ー

ナ
ー
を
担
当
し
た
清
水
一也
さ
ん
。
今
回
は
、
1

回
目
の
ふ
る
さ
と
祭
り
に
携
わ
っ
た
お
二
人
に
、

貴
重
な
資
料
と
と
も
に
当
時
の
様
子
聞
い
た
。

　

75
年
は
、
73
年
に
お
こっ
た
オ
イ
ル
シ
ョッ
ク
に

よ
り
日
本
経
済
は
不
況
と
物
価
高
に
な
っ
た
。
高

崎
市
は
、
そ
の
年
市
制
75
周
年
だ
っ
た
が
、
そ
の

あ
お
り
を
受
け
、周
年
イ
ベン
ト
の
予
算
を
消
滅
。

そ
れ
ま
で
市
制
の
周
年
に
合
わ
せ
て
行
っ
て
い
た

山
車
巡
行
を
中
止
と
し
た
。
特
に
山
車
巡
行
に

つ
い
て
は
町
内
か
ら
の
要
望
が
高
く
「
ど
う
し
て

も
行
え
な
い
の
か
」
と
い
う
声
が
あ
が
っ
た
と
い

　

山
車
の
巡
行
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
高
崎
ふ
る

さ
と
祭
り
の
企
画
は
、
徐
々
に
多
く
の
市
民

を
巻
き
込
む
か
た
ち
で
、
大
き
な
も
の
に
な
っ

て
いっ
た
。

　

メ
イ
ン
会
場
は
、
群
馬
音
楽
セ
ン
タ
ー
前
の

　

当
時
の
資
料
を
み
る
と
1
回
目
の
ふ
る
さ
と
祭

り
に
は
「
第
1
回
」
と
つ
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、

当
初
は
市
制
75
周
年
を
祝
う
1
度
限
り
の
も
の

と
し
て
動
い
て
い
た
か
ら
だ
そ
う
だ
。
た
だ
「
今

後
も
続
け
て
ほ
し
い
」
と
い
う
市
民
か
ら
の
反
応

が
よ
か
っ
た
こ
と
と
J
C
を
は
じ
め
と
し
た
青
年

団
体
が
盛
り
上
が
っ
た
こ
と
で
、
継
続
し
て
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
伝
統
芸
能
を
披
露

し
た
町
内
か
ら
は
、
普
段
は
街
の
行
事
と
し
て

行
っ
て
い
た
こ
と
を
多
く
の
人
に
見
て
も
ら
え
て

広
場
と
現
在
の
も
て
な
し
広
場
に
あ
っ
た
当
時

の
市
庁
舎
と
図
書
館
。
山
車
巡
行
は
、
一
部

道
路
を
車
両
通
行
止
め
に
し
て
行
わ
れ
た
。

広
場
や
交
差
点
、
街
の
中
に
あ
る
も
の
は
全
て

生
か
そ
う
と
い
う
考
え
か
ら
場
所
が
決
ま
っ

た
。

　

音
楽
セ
ン
タ
ー
前
で
は
、「
子
供
の
遊
び
コ
ー

ナ
ー
」。
竹
馬
、ベ
ー
ゴ
マ
、メ
ン
コ
、
ポ
ッ
ク
リ
、

タ
ガ
廻
し
、
ど
じ
ょ
う
つ
か
み
な
ど
が
行
わ
れ

た
。
企
画
し
た
の
は
担
当
だ
っ
た
清
水
さ
ん
。

う
。
J
C
も
高
崎
市
に
働
き
か
け
た
が
、
結
局

の
と
こ
ろ
予
算
は
増
え
な
い
と
の
決
定
だ
っ
た
。

J
C
の
メ
ン
バ
ー
は
、
そ
れ
な
ら
ば
、
山
車
巡
行

を
J
C
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
実
現
し
よ
う
で
は
な

い
か
と
決
定
し
た
。「
ま
ず
は
手
分
け
を
し
て
市

内
に
35
あ
る
山
車
を
も
つ
町
内
を
ま
わ
り
、
山

車
を
出
場
さ
せ
て
く
れ
な
い
か
と
お
願
い
に
ま

わ
っ
た
ん
で
す
。
た
だ
予
算
は
な
く
町
内
の
自
力

で
出
て
ほ
し
い
と
い
う
お
願
い
と
ま
つ
り
の
趣
旨
を

理
解
し
て
も
ら
う
の
に一
苦
労
。
み
ん
な
で
説
得

し
て
ま
わ
っ
た
」
と
い
う
。
説
得
に
は
J
C
の

O
B
も
動
い
て
く
れ
た
そ
う
だ
。

　

75
年
6
月
19
日
付
の
読
売
新
聞
の
記
事
に
は

「
青
年
の
手
で
復
活
へ
」
と
の
見
出
し
で
J
C
が

祭
り
を
行
う
こ
と
を
掲
載
し
て
い
る
。「
初
め
て

よ
か
っ
た
と
評
判
も
高
か
っ
た
そ
う
だ
。

　

清
水
さ
ん
は
「
1
回
目
の
花
火
は
、
今
の
よ
う

に
河
川
敷
で
は
な
く
音
楽
セ
ン
タ
ー
前
か
ら
上
げ

た
ん
で
す
。
今
の
ル
ー
ル
で
は
考
え
ら
れ
な
い
で

す
よ
ね
。
お
祭
り
を
作
っ
た
J
C
メ
ン
バ
ー
は
、

こ
の
お
祭
り
を
き
っ
か
け
に
、
公
共
の
場
所
の
使

い
方
や
こ
の
よ
う
な
施
設
が
、
道
路
が
あ
っ
た
ら

…
と
街
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の
後

の
高
崎
の
街
づ
く
り
の
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た

ね
」
と
祭
り
を
き
っ
か
け
に
多
く
の
人
が
街
へ
の

関
心
を
持
っ
た
こ
と
が
継
続
し
た
理
由
で
は
な
い

か
と
話
す
。

　

根
岸
さ
ん
は
「
当
初
は
単
な
る
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
企
画
し
た
祭
り
が
、
本
当
の
意
味
で
の
祭
り
に

な
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。
地
域
に
は
、
年
齢
も
職

業
も
全
く
違
う
様
々
な
人
が
暮
ら
し
て
い
る
け
れ

ど
、
祭
り
の
開
催
を
通
し
て
、
一
つ
に
な
っ
た
。

50
回
目
を
む
か
え
て

「
僕
ら
の
知
っ
て
い
る
限
り
の
子
供
の
遊
び
を
今

の
子
達
に
伝
え
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
遊

び
の
内
容
を
決
め
ま
し
た
。
メ
ン
バ
ー
で
材
料

を
集
め
て
、
竹
馬
や
ポ
ッ
ク
リ
な
ど
は
手
作
り
。

チ
ケ
ッ
ト
を
印
刷
し
て
配
っ
た
ら
、
当
日
は
多

く
の
子
供
が
集
ま
っ
て
く
れ
ま
し
た
」
夜
間
に

は
、
鹿
島
の
七
日
火
が
行
わ
れ
、
そ
の
ほ
か
に

も
盆
踊
り
、
民
間
伝
承
芸
能
ま
つ
り
と
し
て
、

大
八
木
町
の
獅
子
舞
と
上
小
塙
町
の
太
々
神

楽
の
披
露
な
ど
、内
容
盛
り
だ
く
さ
ん
だ
っ
た
。

ま
た
記
念
講
演
と
し
て
教
育
者
無
着
成
恭
氏

に
よ
る
講
演
会
も
行
わ
れ
た
。

　
「
開
催
に
向
け
市
民
の
関
心
も
高
く
な
り
、

だ
ん
だ
ん
と
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
群
馬
交
響
楽
団
に
も
な
に
か
し
て
く

れ
な
い
か
と
話
を
も
っ
て
い
っ
た
ら
、
記
念
演

奏
会
を
開
催
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
そ

う
し
て
1
回
目
の
高
崎
ふ
る
さ
と
祭
り
は
、

多
く
の
市
民
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
た
。

お
互
いへの
協
調
性
や
団
結
を
強
め
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
振
り
返
っ
た
。

　

町
内
の
大
き
な
決
断
に
よ
り
実
現
し
た
山
車

の
巡
行
、
J
C
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
運
営
。
高
崎
ま

つ
り
は
、
不
況
の
苦
し
い
中
、
市
民
が
主
催
で
知

恵
や
お
金
を
出
し
合
い
市
民
の
お
祭
り
と
し
て
生

ま
れ
、
育
ま
れ
て
き
た
。

　

今
年
も
そ
う
し
て
引
き
継
が
れ
て
き
た
祭
り

は
、
8
月
末
に
50
回
目
の
開
催
を
迎
え
る
。



●お問い合わせ

高崎まつり実行委員会
TEL.027-330-5333
https://www.takasaki-matsuri. jp/

　夏の風物詩である「高崎まつり」は、今年で50回目を迎えます。
　市民総参加型の祭典として発展してきた高崎まつりでは、市民のエネルギーを集結させ、山車や神輿、和太
鼓、阿波踊りなどの伝統文化の団体が熱気あふれるパフォーマンスを披露し、みなさまをお出迎えします。
　今年のスローガンは、「リスタート～未来を見据えた持続可能な高崎まつり～」。
　今日まで各青年団体の方々が一生懸命作り上げてきた高崎まつりを、未来の子供たちに継承していく事
に力を注いでいきたいと思います。

　群馬県最大規模の夏祭り「高崎まつり」。開催日2日間は、高崎駅周辺からもてな
し広場にかけて、木遣り、和太鼓、阿波踊り、盆踊り、神輿のもみ合いなどが次々
と行われ、沿道の来場者と一体となって盛り上がります。同時開催となるのが、
「高崎山車まつり」。高崎は、江戸型山車の保有台数が日本一で、毎年輪番制で豪
華絢爛な山車が登場、まちなかを巡行します。そして祭り最大の魅力は、50分間
の間に1万５千発もの花火が夜空を彩る「大花火大会」です。「高崎市技能祭」は、
はしご乗り実演、だるまの絵付けなど様々な分野の匠の技を紹介、体験する祭り
です。熱中症対策は万全に。高崎で1番熱い2日間にぜひお出かけください。

　会議を重ねるごとに実施本部員同士が中を深め、１つのチームとしてできあがろうとしつつあります。
今年のスローガンは「リスタート～未来を見据えた持続可能な高崎まつり～」。この先も高崎まつりを続け
ていくために何を残し、何を変える必要があるのか、未来を見据えた持続可能な高崎まつりを目指して、
ここから新たなスタートを始めたいと思い活動しています。
　第50回という節目の年に、実施本部長という職を任され、様々な方に支えて頂いております。私が思う
最高の第50回高崎まつりを最高の仲間と共に作り上げたいと思います。来場者の皆様には、ぜひとも開会
からご参加頂き、高崎まつりが誇る花火に神輿に山車、その他の様々な企画を楽しんで頂き、2日目には
纏披露から始まる巨大だるま運行からのフィナーレと2日間とも高崎の中心市街地が最大限に盛り上がり
ます。今年の夏の終わりに、最高の思い出を高崎まつりでつくっていただきたいと思います。

高崎まつり実行委員長
安藤震太郎
　

高崎まつり実施本部長
杉本　篤志

■ 第50回  高崎まつり
 8月24日（土）、25日（日）
■ 第22回  高崎山車まつり
 8月24日（土）、25日（日）
■ 大花火大会（荒天の場合は翌日に順延）

 8月24日（土）
■ 第41回  高崎市技能祭
 8月24日（土）、25日（日）

interview

※技能祭については、高崎市産業政策課　TEL027-321-1255



　毎年夏の終わりを告げるお祭りとして8月下旬に開催されて
きた観音山万灯会。今年は秋のお彼岸時に日程を変更し行われ
ます。暑さも収まり日没時間などを考慮するとちょうどよい時
期。虫の音の賑やかな秋の夜の観音山で静かにご先祖を偲びつ
つ観音さまに灯明をお供えするにはふさわしい季節です。ほぼ
コロナ以前の規模に戻し、各種イベントを楽しみながら、1万を
越える灯明と1500基の灯籠に照らされ浮かび上がる参道を日
頃の感謝と精進の思いを込めてお詣りください。

●お問い合わせ

高崎音楽祭事務局
TEL.027-322-9195
http://www.takasakiongakusai. jp

●お問い合わせ

高崎観音山 万灯会実行委員会（慈眼院）
TEL.027-322-2269
https://takasakikannon.or. jp

　高崎の秋を彩る「高崎音楽祭」。1990年から続く「音楽のある
街高崎」を象徴するイベントとして今年も多彩なジャンルの
アーティストが集い、17日間にわたって大きな感動を与えて
くれます。会場となるのは、高崎芸術劇場。群馬交響楽団によ
るオープニングコンサートから始まり、ゴスペラーズ、熱帯
JAZZ楽団、石川さゆり、そしてブラジルの巨匠ジルベルト・
ジルなど音楽祭ならではのラインナップで、各アーティスト
が通常のツアーなどではなかなか観られない、スペシャルな
ステージを繰り広げます。音楽のチカラと感動を届ける高崎
の秋の祭典をお楽しみください。

■  第28回  高崎観音山 万灯会
 9月21日（土） 午後5時〜午後9時
 会場：観音山（参道～白衣大観音他）

■ 第35回 高崎音楽祭
 9月28日（土）〜10月14日（月・祝）
 会場：高崎芸術劇場

たかさき
イベント&観光

情報
SUMMER - AUTUMN

松井常松

中西圭三

CHARA Ovall

ジルベルト ・ジル 石川さゆり

熱帯 JAZZ 楽団
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TAKASAKI'S SIGHTSEEING RE-DISCOVERY

　
戦
後
の
高
崎
を
文
化
や
芸
術
活
動
に

よ
っ
て
復
興
さ
せ
よ
う
と
の
思
い
か
ら

発
足
し
た
高
崎
市
民
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
。

そ
の
活
動
場
所
と
な
っ
た
の
が
、田
町

に
あ
っ
た
呉
服
店
の
一
棟
。2
階
は

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
練
習
場
、そ
し
て
1

階
に
、1
9
4
6
年
、演
奏
ス
テ
ー
ジ
の

あ
る
喫
茶
店
と
し
て
開
店
し
た
の
が

ラ
・
メ
ー
ゾ
ン
で
す
。店
名
は
ラ
・
メ
ー

ゾ
ン
・
ド
ゥ
・
ラ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク（
音
楽

の
家
）か
ら
。創
業
者
の
孫
に
あ
た
る
三

代
目
米
山
大
介
さ
ん
に
よ
れ
ば
、モ
ダ

ン
な
内
装
の
喫
茶
店
に
は
高
崎
の
音
楽

家
や
画
家
、文
化
人
が
出
入
り
し
当
時

の
最
先
端
が
あ
っ
た
そ
う
。「
音
楽
が
珍

し
か
っ
た
時
に
生
の
演
奏
を
楽
し
め
る

場
所
と
し
て
、コ
ー
ヒ
ー
を
出
す
店
も

ま
だ
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
繁
盛
し
た
よ

う
で
す
。こ
こ
で
は
じ
め
て
コ
ー
ヒ
ー

を
飲
ん
だ
と
い
う
人
も
多
か
っ
た
よ
う

で
す
よ
」喫
茶
店
の
売
り
上
げ
は
、オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
メ
ン
バ
ー
の
出
演
料
に
充
て

て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
。市
民

の
応
援
を
受
け
、そ
の
後
市
民
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
は
群
馬
交
響
楽
団
に
。群
響
発

祥
の
地
と
し
て
、高
崎
の
喫
茶
店
の
先

駆
け
と
し
て
ラ
・
メ
ー
ゾ
ン
は
、戦
後
の

高
崎
を
語
る
う
え
で
は
欠
か
せ
な
い
存

在
で
す
。

　
1
9
8
8
年
に
改
築
し
た
現
在
の
お

店
。シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
に
は
、長
年
大
切
に

守
り
続
け
て
き
た
レ
シ
ピ
か
ら
つ
く
る

ア
ッ
プ
ル
パ
イ
や
チ
ョ
コ
ロ
ー
ル
に
加
え

三
代
目
が
生
み
出
し
た
洋
モ
ン
ブ
ラ
ン

【ラ・メーゾン 】 

● 高崎市田町24
● 営業時間：9:30-17:00
● 定休日：水曜

高崎の観光再発見 VOL.52

1
9
4
6
年
、高
崎
の
洋
菓
子
は

こ
こ
か
ら
は
じ
ま
っ
た

高
崎
駅

田町北

田町

OPA

市役所
あら町

連雀町
ガスト

ラ・メーゾンラ・メーゾン

や
レ
ア
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
な
ど
新
旧
の
メ

ニ
ュ
ー
が
揃
い
ま
す
。焼
き
菓
子
も
贈

答
用
と
し
て
長
年
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
繊
細
な
作
業
を
得
意
と
す
る
米
山
さ

ん
。最
近
力
を
入
れ
て
い
る
の
が
結
婚
式

や
誕
生
日
用
の
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
ケ
ー

キ
で
す
。「
ず
っ
と
お
店
を
続
け
て
ね
と

い
う
お
声
が
け
を
励
み
に
、歴
史
を
大

切
に
し
な
が
ら
、こ
れ
か
ら
も
菓
子
作

り
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
で
す
ね
」

　
老
舗
な
ら
で
は
の
飽
き
の
こ
な
い
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
な
味
、長
年
変
わ
ら
ぬ
包
装

紙
と
創
業
時
か
ら
変
わ
ら
な
い
店
名
の

フ
ォ
ン
ト
。ラ・メ
ー
ゾ
ン
は
、こ
れ
ま
で

も
こ
れ
か
ら
も
愛
さ
れ
る
高
崎
の
洋
菓

子
の
入
門
店
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

店の前半分が菓子の販売、奥が喫茶スペース

ケーキの他プリン、ゼリー、パイなども店頭に並んでいる

フランスで修行経験のある現在の店主大介さん

昔も今
も 高崎で愛される

ラ・メーゾン

洋菓子×和菓子

いつの時代もみんなに愛された甘い味。
高崎の老舗菓子店をご紹介

第1回

昭和30年頃の店内の様子


