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市
長　

今
度
、
正
月
の
元
旦
と
二

日
に
、
高
崎
駅
西
口
正
面
の
通
り

で
だ
る
ま
市
を
開
催
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
私
は
皆
さ
ん
と
協

力
し
て
、
新
し
い
高
崎
だ
る
ま
の

伝
統
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
峯
岸
さ
ん
、
そ
も
そ

も
高
崎
で
だ
る
ま
が
作
ら
れ
始
め

た
の
は
い
つ
か
ら
で
す
か
？

峯
岸　

安
中
市
に
作
り
始
め
た
人

の
子
孫
が
い
て
、
そ
の
系
図
か
ら

追
っ
て
い
く
と
1
7
0
0
年
代

の
終
わ
り
、
寛
政
年
間
に
な
る
と

思
い
ま
す
。
上
豊
岡
町
に
住
ん
で

い
た
山
縣
友
五
郎
と
い
う
人
が
作

り
始
め
た
ん
で
す
。

市
長　

目
的
は
何
だ
っ
た
ん
で

し
ょ
う
か
？

峯
岸　

元
々
は
江
戸
だ
る
ま
の
流

れ
を
受
け
た
、
疱ほ

う
そ
う瘡
除
け
で
す
。

安
政
5
年
頃
江
戸
に
種
痘
所
が
で

き
て
怖
い
病
気
で
は
な
く
な
る

と
、
江
戸
で
の
だ
る
ま
作
り
は
廃

れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
江
戸
で

作
り
方
を
学
ん
だ
友
五
郎
が
、
今

度
は
高
崎
で
作
り
始
め
た
ん
で

す
。
明
治
の
頃
に
は
長
野
県
な
ど

県
外
へ
も
広
く
売
り
に
出
掛
け
て

行
っ
た
ん
で
す
ね
。
横
浜
の
開
港

で
生
糸
の
輸
出
が
盛
ん
に
な
る
と

「
蚕
大
当
た
り
」
な
ん
て
だ
る
ま

に
文
字
を
入
れ
て
売
り
出
し
た
ん

で
す
。
赤
い
だ
る
ま
は
ネ
ズ
ミ
除

け
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の

頃
に
な
る
と
、
疱
瘡
除
け
が
ネ
ズ

ミ
除
け
に
替
わ
り
ま
し
た
。
高
崎

の
だ
る
ま
は
作
る
人
と
売
る
人
が

広
め
て
い
っ
た
ん
で
す
。
全
国
で

も
こ
う
い
う
例
は
無
い
で
す
ね
。

市
長　

そ
の
「
作
る
人
」
で
あ
る

中
田
さ
ん
、
全
国
で
も
高
崎
の
だ

る
ま
の
生
産
量
は
ど
れ
く
ら
い
の

割
合
を
占
め
て
い
る
ん
で
し
ょ
う

か
？

中
田　

実
は
正
確
に
は
分
か
り
ま

せ
ん
。
全
国
で
も
組
合
員
数
が
70

軒
も
あ
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
、
大
多
数
は
占
め
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

峯
岸　

各
地
5
軒
ず
つ
く
ら
い
し

か
作
っ
て
い
な
い
ん
で
す
よ
。
福

島
県
は
三
春
、福
島
、白
河
で
作
っ

て
い
ま
す
が
そ
れ
ぞ
れ
だ
る
ま
は

別
の
形
で
す
。
高
崎
だ
る
ま
の
場

合
は
、
県
内
で
全
部
同
じ
も
の
を

作
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

市
長　

お
店
と
市
外
で
売
る
数
は

ど
ち
ら
が
多
い
ん
で
す
か
？

中
田　

県
外
の
ほ
う
が
格
段
に
多

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で

に
一
度
の
注
文
で
18
万
個
を
受
け

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

市
長　

本
当
で
す
か
？
全
国
に
も

フ
ァ
ン
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
ね
。

中
田　

昔
は
組
合
員
数
が
多
か
っ

た
の
で
賄
え
ま
し
た
。
今
は
作
り

手
の
高
齢
化
で
生
産
数
は
減
っ
て

い
ま
す
が
、
質
の
良
い
も
の
を
目

指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

峯
岸　

明
治
以
前
は
お
そ
ら
く
和

紙
を
使
い
、
明
治
以
降
は
新
聞
が

発
行
さ
れ
た
の
で
、
書
き
損
じ
た

和
紙
と
新
聞
紙
を
使
っ
た
漉す

き
返

し
紙
「
だ
る
ま
紙
」
が
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
厚
く
て
丈

夫
だ
っ
た
ん
で
す
。
明
治
30
年
代

く
ら
い
か
ら
急
速
に
だ
る
ま
作
り

が
増
え
始
め
る
ん
で
す
。
こ
れ
は

富
岡
製
糸
場
の
影
響
が
大
き
い
。

市
長　

ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
？

中
田　

横
浜
港
の
開
港
と
イ
ン
フ

ラ
の
整
備
で
、
シ
ル
ク
が
輸
出
さ

れ
る
。
反
対
に
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
と

い
う
赤
の
顔
料
が
手
に
入
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
鉄
道
の
存
在
が

大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
当
時

の
だ
る
ま
は
、
養
蚕
の
繁
栄
に
ち

な
ん
だ
繭
玉
の
形
を
し
て
い
ま
し

た
。
あ
と
は
新
聞
の
発
行
で
す
。

だ
る
ま
紙
の
も
と
に
な
る
新
聞
紙

が
簡
単
に
手
に
入
る
よ
う
に
な
っ

た
ん
で
す
。

峯
岸　

横
浜
の
開
港
で
群
馬
の
生

糸
が
売
れ
、
だ
る
ま
も
一
緒
に
歴

史
上
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
っ
た

わ
け
で
す
。

市
長　

だ
る
ま
は
高
崎
の
発
展
の

歴
史
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
ん
で

す
ね
。

市
長　

市
外
出
身
の
竹
沢
さ
ん

は
、
だ
る
ま
が
高
崎
で
作
ら
れ
て

い
る
の
は
知
っ
て
い
ま
し
た
か
？

竹
沢　

は
い
。
祖
母
の
家
に
大
き

い
だ
る
ま
が
あ
っ
て
小
さ
い
こ
ろ

か
ら
身
近
な
存
在
で
し
た
。

市
長　

大
学
で
は
デ
ザ
イ
ン
を
勉

強
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
だ

る
ま
は
素
材
と
し
て
面
白
い
？

竹
沢　

小
さ
い
だ
る
ま
や
キ
ー
ホ

ル
ダ
ー
サ
イ
ズ
の
カ
バ
ン
に
付
け

ら
れ
る
も
の
と
か
種
類
も
豊
富
で

面
白
い
と
思
い
ま
す
。

市
長　

い
ろ
ん
な
色
の
だ
る
ま
や

ト
レ
ン
デ
ィ
な
デ
ザ
イ
ン
も
出
て

き
ま
し
た
ね
。

竹
沢　

大
学
の
ゼ
ミ
で
、
た
か
さ

き
雷
舞
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
関
わ

ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
に
、
だ
る
ま
を
デ
ザ
イ
ン
し

た
グ
ッ
ズ
を
作
り
ま
し
た
。
今
年

は
参
加
チ
ー
ム
の
衣
装
を
着
た
ダ

ル
マ
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
ん
で
す
。

ち
ょ
っ
と
重
み
が
あ
る
、
手
が
出

し
に
く
い
印
象
の
伝
統
文
化
が
、

こ
う
し
た
機
会
で
身
近
に
感
じ
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。

市
長　

若
い
人
た
ち
が
い
ろ
ん
な

形
で
伝
統
文
化
に
関
わ
っ
て
、
盛

り
上
げ
て
も
ら
え
る
の
は
う
れ
し

い
こ
と
で
す
ね
。

市
長　

作
り
手
の
皆
さ
ん
は
高
崎

の
だ
る
ま
の
歴
史
を
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
ん
で
す
か
。

中
田　

だ
る
ま
屋
に
生
ま
れ
て
も

昔
は
売
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
ま

し
た
の
で
、
歴
史
的
な
背
景
は
あ

ま
り
意
識
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
で

も
以
前
、
伝
統
工
芸
と
い
う
観
点

か
ら
い
ろ
い
ろ
な
資
料
を
探
し
て

み
た
ん
で
す
が
、
意
外
な
発
見
も

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
今
か

ら
1
9
0
年
前
に
、
田
町
で
だ

る
ま
を
売
っ
て
い
た
と
い
う
確
か

な
資
料
が
見
つ
か
っ
た
ん
で
す
。

峯
岸　

文
政
12
年
の
高
崎
談
図
抄

と
い
う
本
で
、
市
の
観
音
塚
考
古

資
料
館
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
に
田
町
の
初
市
の
風
景
が

あ
っ
て
、
だ
る
ま
売
り
の
様
子
が

描
か
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

市
長　

ま
ち
な
か
で
だ
る
ま
市
を

開
催
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
先

人
が
培
っ
て
き
た
歴
史
に
立
ち

戻
っ
た
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

新
春
の
一
番
最
初
に
開
か
れ
る
だ

る
ま
市
に
な
り
ま
す
が
、
皆
が
初

詣
の
帰
り
に
寄
っ
て
く
れ
る
よ
う

に
な
れ
ば
い
い
で
す
ね
。
高
崎
の

新
し
い
伝
統
文
化
を
発
信
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

三
人　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

若
い
チ
カ
ラ
で
新
た
な
魅
力

歴
史
に
刻
ま
れ
た

ま
ち
な
か
の
だ
る
ま
市

だ
る
ま
と
高
崎
の
発
展
と

「
高
崎
だ
る
ま
」そ
の
始
ま
り

だるま市をまちなかで開
催し「新たな高崎の伝統
文化」として市内外に発
信したいと考えている。

富岡賢治 市長富岡賢治 市長

群馬県達磨製造協同組合 
理事長。県認定のふるさ
と伝統工芸士。藤塚町で
だるま店を営む。

中田純一 さん 中田純一 さん 

雷舞フェスティバルでだ
るまグッズの作成に携わ
る。県立女子大学文学部
美学美術史学科 4年生。

竹沢敦美 さん竹沢敦美 さん

長年だるまを研究し、高
崎だるまに関する書籍を
発表。元全日本だるま研
究会理事。豊岡町出身。

峯岸勘次 さん峯岸勘次 さん 知
っ
て
る
？
身
近
な
だ
る
ま
の
新
た
な
発
見

高
崎
だ
る
ま
の

よ
も
や
ま
話

市長対談T A K A S A 
K I 市長

高崎市は全国有数の張り子
だるまの生産地です。高

崎のだるまの製造は 200
年ほど前から始まりま

した。今回は、だるま研究
家、だるま職人、だるまを

使っ

た商品デザインを行う学生
をお迎えし、高崎だるまⓇ

の

歴史について考えます。

すす
。

▼高崎談図抄には田町の市でのだるま売りの
　様子が描かれている

◀明治期のだるまの木型。右の型の
　黒ずみは紙をはがしやすくするた 
　めに塗られた柿渋によるもの
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