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少
林
山
達
磨
寺
は
、毎
年
1
月
6
日
、７
日
の
だ
る
ま
市
で
有

名
で
す
。
な
じ
み
深
い「
だ
る
ま
さ
ん
」
の
正
式
名
称
は
「
菩
提

達
磨
」
と
い
う
そ
う
で
す
。
今
か
ら
千
五
百
年
ほ
ど
前
に
、イ
ン

ド
の
第
三
王
子
と
し
て
生
ま
れ
た
実
在
の
人
物
で
、お
釈
迦
さ

ま
の
教
え
を
広
め
る
た
め
中
国
に
渡
り
、嵩
山
少
林
寺
で
修
行

さ
れ
、「
禅
」
の
興
隆
の
基
礎
を
築
か
れ
、禅
宗
の
初
祖
達
磨
大

師
と
仰
が
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。 
 
 
 
 
　
　
　
　
　
 
 

　

上
毛
か
る
た
に
「
縁
起
だ
る
ま
の
少
林
山
」
と
あ
り
ま
す
が
、

少
林
山
は
福
ダ
ル
マ
発
祥
の
寺
で
す
。い
か
な
る
困
難
に
遭
遇
し

て
も
、だ
る
ま
さ
ん
の
「
七
転
び
八
起
き
」
の
精
神
で
克
服
で
き

る
よ
う
に
、だ
る
ま
市
は
数
十
万
人
の
参
詣
者
で
賑
わ
い
ま
す
。

　

少
林
山
の
清
涼（
ち
ん
り
ゃ
ん
）水
は
、石
段
を
登
り
詰
め
、右

側
の
社
務
所
の
隣
で
す
。
高
札
に「
こ
の
水
は
当
山
真
下
か
ら
湧

き
出
て
い
る
清
浄
な
水
で
す
」の
案
内
が
あ
り
ま
す
。
構
内
に
は

日
本
各
地
の
だ
る
ま
を
展
示
し
て
い
る
建
物
も
あ
り
、日
常
の
喧

騒
を
忘
れ
、深
秋
の
一
時
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。　
　
　

　

　

　

　

　

　

（
参
考
資
料
・
少
林
山
の
案
内
板
）

達磨寺の本堂

達磨寺の大だるま

毎年恒例のだるま市

少林山の本堂から榛名山を望む



　

戦
国
時
代
の
名
将
で
あ
る
上
杉
謙
信
公
を
祖
と
す
る
米
沢
藩
主
上
杉
家
は
、室
町
幕
府
の
衰
退

後
、新
し
い
秩
序
を
求
め
変
革
が
続
く
激
動
の
時
代
を
生
き
抜
き
、徳
川
幕
藩
体
制
の
も
と
で
は
、財

政
逼
迫
な
ど
幾
多
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
も
改
革
の
実
践
に
よ
り
家
系
を
存
続
し
て
き
た
。
明

治
維
新
後
も
、沖
縄
県
令（
現
在
の
県
知
事
）と
な
っ
た
茂
憲
公
が
、私
財
を
投
じ
て
困
窮
す
る
弱
者

に
救
い
の
手
を
差
し
の
べ
る
な
ど
、地
域
発
展
の
た
め
に
力
を
尽
く
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

そ
の
曾
孫
で
あ
る
第
十
七
代
当
主
の
上
杉
邦
憲
氏
が
、名
家
の
伝
統
と
精
神
を
、現
在
も
守
り
続

け
て
い
る
。
当
主
上
杉
邦
憲
氏
に
、謙
信
公
が
記
し
た
「
上
杉
謙
信
公
家
法
十
六
箇
条
」
を
は
じ
め
、群

馬
県
と
謙
信
公
の
関
わ
り
、上
杉
鷹
山
公
の
藩
政
改
革
、上
杉
茂
憲
公
の
沖
縄
で
の
行
政
改
革
な
ど

に
つ
い
て
の
お
話
を
、東
京
都
千
代
田
区
の
霞
会
館（
戦
前
の
華
族
会
館
）に
て
伺
っ
た
。
3
0
0
年
以

上
に
わ
た
る
時
代
の
変
遷
を
経
な
が
ら
、脈
々
と
受
け
継
が
れ
培
わ
れ
た
、上
杉
家
の「
仁
愛
」
の
心
と

「
義
」
の
精
神
に
、深
い
感
銘
を
覚
え
た
。　
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邦憲氏が常時携帯している上杉謙信公家法

国宝 上杉家文書 上杉謙信書状（米沢市上杉博物館蔵）国宝 豊臣秀吉朱印状（米沢市上杉博物館蔵）

上杉邦憲（うえすぎ くにのり）氏
昭和18年（1943年）生まれ
東京大学工学部航空学科宇宙コース卒業。東京大学大学院工学研究科航空学専攻修士課程修了。工学博士。
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 名誉教授。NPO法人 北海道宇宙科学技術創成センター 副理事長。
財団法人 無人宇宙実験システム研究開発機構 顧問。米沢市上杉博物館 名誉館長。
父・隆憲氏は茂憲公の嫡孫、母・敏子氏は徳川氏十七代当主・徳川家正公の二女。霞会館会員。

心
に
物
な
き
時
は
心
広
く
体
泰
な
り 

　

「
腹
に
一
物（
い
ち
も
つ
）背
に
荷
物
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、腹
に
一
物
あ
る
と
、そ
れ
が
重
荷
に
な
る
。

 

心
に
一
物
が
無
い
時
は
、こ
だ
わ
り
を
持
た
ず
に
、心
が
広
く
な
り
、身
体
が
伸
び
や
か
に
な
る
。

心
に
我
儘
な
き
時
は
愛
敬（
あ
い
ぎ
ょ
う
）失
は
ず 

　

我
儘（
わ
が
ま
ま
）な
心
を
持
た
な
け
れ
ば
、人
に
も
柔
軟
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
、

　

人
を
慈
し
み
敬
う
心
＝
愛
敬
を
失
わ
な
い
。

心
に
欲
な
き
時
は
義
理
を
行
う 

　

欲
が
無
い
か
ら
こ
そ
、義
理
の
道
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
謙
信
公
は
領
土
欲
を
持
た
ず
、

　

大
義
に
よ
っ
て
動
く
人
で
あ
っ
た
。

心
に
私
な
き
時
は
疑
ふ
こ
と
な
し 

　

人
を
疑
う
の
は
、私
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
心
を
捨
て
れ
ば
、人
へ
の
疑
念
は
起
こ
ら
な
い
。

心
に
驕
り
な
き
時
は
人
を
敬
ふ 

　

驕（
お
ご
）り
高
ぶ
る
心
が
な
け
れ
ば
、人
の
真
価
を
認
め
、人
を
敬
う
こ
と
が
で
き
る
。

心
に
誤
り
な
き
時
は
人
を
畏
れ
ず 

　

心
に
や
ま
し
い
こ
と
が
な
け
れ
ば
、ど
の
よ
う
な
人
で
も
畏
れ
る
事
は
な
い
。

心
に
邪
見
な
き
時
は
人
を
育
つ
る 

　

邪（
よ
こ
し
ま
）な
心
と
は
、流
さ
れ
る
心
。天
地
を
貫
い
た
心
を
持
て
ば
、

 

そ
の
生
き
様
を
み
て
周
り
の
人
が
自
然
に
育
っ
て
い
く
。

心
に
貪
り
な
き
時
は
人
に
諂
う
こ
と
な
し 

　

貪（
む
さ
ぼ
）り
欲
し
が
る
心
を
持
た
な
け
れ
ば
、人
に
諂（
へ
つ
ら
）い
、お
も
ね
る
こ
と
が
な
い
。

心
に
怒
り
な
き
時
は
言
葉
和
ら
か
な
り 

　

心
に
怒
り
を
持
た
な
け
れ
ば
、言
葉
は
和（
や
わ
）ら
か
で
あ
る
。

心
に
堪
忍
あ
る
時
は
事
を
調（
と
と
の
）う 

　

忍
耐
の
心
で
堪
え
忍
ぶ
な
ら
ば
、物
事
を
順
調
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

心
に
曇
り
な
き
時
は
心
静
か
な
り 

　

心
が
曇
る
と
、心
が
ざ
わ
つ
く
。
曇
り
が
無
け
れ
ば
穏
や
か
で
い
ら
れ
る
。

心
に
勇
み
あ
る
時
は
悔
や
む
こ
と
な
し 

　

勇
気
を
持
っ
て
実
行
す
れ
ば
、悔
や
む
こ
と
は
な
い
。

心
賤
し
か
ら
ざ
る
時
は
願
い
好
ま
ず 

　

心
に
賤
し
さ
が
無
け
れ
ば
、神
仏
に
願
い
事
を
す
る
こ
と
も
な
い
。

心
に
孝
行
あ
る
時
は
忠
節
厚
し 

　

親
孝
行
の
心
が
あ
れ
ば
、主
君
に
忠
節
を
尽
く
す
心
も
厚
い
。

心
に
自
慢
な
き
時
は
人
の
善
を
知
り 

　

自
慢
の
心
が
無
け
れ
ば
、人
の
善
が
良
く
わ
か
る
。

心
に
迷
い
な
き
時
は
人
を
咎
め
ず 

　

心
に
迷
い
が
な
け
れ
ば
、人
を
咎
め
る
こ
と
も
な
い
。
人
を
咎
め
る
の
は
心
の
迷
い
が
原
因
で
あ
る
。

一
、二

、
三
、

四
、

五
、

六
、

七
、

八
、

九
、

十
、

十
一
、

十
二
、

十
三
、

十
四
、

十
五
、

十
六
、

上
杉
謙
信
公
家
法
十
六
箇
条

上
杉
邦
憲
氏
に

聞
く

第
十
七
代
上
杉
家
当
主

最
も
大
切
な
教
え
で
、こ
れ
が『
不
識
』に
通
じ
て
い

ま
す
。謙
信
公
は
自
ら
を
不
識
庵
と
名
乗
る
ほ
ど
、

そ
の
境
地
に
傾
倒
し
て
い
た
わ
け
で
す
」 
 
　
　

 

不
識
と
は
、「
し
ら
な
い
」と
い
う
意
味
で
は
な

い
。頭
で
の
思
い
や
本
か
ら
の
知
識
で
は
な
く
、あ

ら
ゆ
る
雑
念
を
捨
て
、仏
様
に
身
も
心
も
預
け
、そ

の
教
え
と
と
も
に
生
き
る
時
に
悟
り
が
開
か
れ
、自

ら
も
仏
様
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
。頭
で
わ

か
っ
た
つ
も
り
で
も『
不
識
』の
真
髄
が
得
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

 

　
　
　
　
　
　
　

　

謙
信
公
の
戒
名
は
不
識
院
殿
心
光
謙
信
。生
涯
を

通
じ『
不
識
』を
追
求
し
、そ
の
精
神
を
養
子
の
景
勝

公
に
伝
え
、「
義
」を
重
ん
じ
る
考
え
方
へ
と
昇
華
さ

れ
、現
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
。　
　
　
　
　

上
杉
謙
信
公
家
法
十
六
箇
条
は

現
代
に
も
通
じ
る
大
切
な
言
葉

上
杉
氏
―
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
上
杉
家
に
は『
宝
在
心（
ほ
う
ざ
い
し
ん
）』と
い
っ

て
、宝
は
自
ら
の
心
の
内
に
あ
る
と
い
う
教
え
が
あ

り
ま
す
。こ
れ
は
、謙
信
公
が
自
ら
を
戒
め
る
た
め

に
定
め
た
も
の
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。現
在
で
も
上

杉
家
の
集
ま
り
が
あ
る
際
に
は
、常
に
携
帯
し
て
い

る「
宝
在
心
」で
あ
る「
謙
信
公
家
法
十
六
箇
条
」を

皆
で
唱
和
し
、祖
先
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
精
神

を
反
復
し
て
い
ま
す
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

上
杉
氏
は
、「
謙
信
公
家
訓
十
六
箇
条
」
が

印
刷
さ
れ
た
二
つ
折
り
の
カ
ー
ド
を
取
り
出
し
て

見
せ
て
く
れ
た
。そ
こ
に
は
、長
い
年
月
、代
々
受
け

継
が
れ
て
き
た
確
か
な
歴
史
の
重
み
を
感
じ

と
れ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
杉
氏
―
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
謙
信
公
は
禅
の
教
え
を
追
求
し
、達
磨
大
師
と
中

国
の
皇
帝
の
禅
問
答
で
の『
不
識（
ふ
し
き
）』と
い

う
、心
を
空
に
し
た
状
態
で
悟
る
境
地
に
至
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。春
日
山
林
泉
寺
の
門
に「
第
一
義
」

と
い
う
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、そ
れ
は
百

問
あ
る
と
い
わ
れ
る
禅
問
答
の
第
一
番
目
の 

上
杉
謙
信
公
か
ら
現
代
ま
で
伝
わ
る
仁
愛
と
義
の
精
神

02 第十七代上杉家当主 上杉邦憲氏に聞く



上
杉
氏
―
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
謙
信
公
は
関
東
管
領
と
し
て
、今
の
関
東
地
方

を
掌
握
し
て
い
ま
し
た
。そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、ヤ
マ

ト
さ
ん
の
営
業
エ
リ
ア
と
重
な
り
ま
す
ね
。ま
た
、

前
橋
の
厩
橋
城（
う
ま
や
ば
し
じ
ょ
う
）は
謙
信
公

の
拠
点
で
あ
り
、前
橋
を
中
心
に
活
躍
し
た
時
代

も
あ
っ
た
の
で
す
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

永
禄
３
年（
1
5
6
0
年
）8
月
、謙
信
公
は
越

後
の
軍
勢
を
率
い
て
、春
日
山
城
か
ら
三
国
峠
を

越
え
現
在
の
群
馬
県
・
猿
ヶ
京
に
入
る
。当
時
の
関

東
管
領
上
杉
憲
政
が
、室
町
幕
府
の
同
意
を
得
ず

に
同
地
を
支
配
し
て
い
た
北
条
氏
康
に
追
わ
れ
越

後
に
逃
れ
て
い
た
た
め
、上
杉
家
の
関
東
奪
還
の

目
的
が
あ
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ま
た
、謙
信
公
が
永
禄
２
年（
1
5
5
9
年
）２

月
に
、将
軍
足
利
義
輝
に
謁
見
す
る
た
め
上
洛
し

た
際
、将
軍
か
ら
関
東
管
領
・
憲
政
へ
の
援
助
を
命

じ
ら
れ
、関
東
へ
の
進
出
を
決
意
し
た
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。い
ず
れ
に
せ
よ
、関
東
を
北
条
氏
の
支

配
か
ら
上
杉
氏
の
守
護
領
国
体
制
に
復
帰
さ
せ
る

こ
と
が
、謙
信
公
の
関
東
進
出
の
大
義
で
あ
っ
た
。

　

　

　

謙
信
公
は
沼
田
城
を
攻
め
城
主
の
北
条
康
元
を

討
ち
取
り
、大
軍
を
率
い
て
厩
橋
城
を
攻
め
落
と

し
、北
関
東
を
制
圧
。厩
橋
城
を
関
東
南
進
の
拠
点

と
し
、永
禄
４
年（
1
5
6
1
）に
は
、北
条
氏
の
本

拠
地
・
小
田
原
を
攻
め
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

南
関
東
に
軍
を
進
め
つ
つ
、
謙
信
公
は
反

北
条
の
武
士
た
ち
を
結
集
す
る
。そ
し
て
、結
集
し

た
武
将
た
ち
の
紋
所
を
集
め
た
証
文「
関
東
幕
注

文
」を
作
成
す
る
が
、そ
こ
に
は
厩
橋
衆（
長
野
氏
）、

白
井
衆（
白
井
長
尾
氏
）、沼
田
衆（
沼
田
氏
）、桐
生

衆（
佐
野
氏
）な
ど
の
名
が
載
っ
て
お
り
、謙
信
公

は
そ
れ
ら
数
万
の
軍
勢
を
率
い
て
小
田
原
城
を

囲
ん
だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

し
か
し
北
条
氏
康
の
抵
抗
が
予
想
外
に
激
し

く
、民
衆
を
巻
き
込
ん
で
の
乱
戦
を
避
け
る
た
め

も
あ
っ
て
か
、ほ
ど
な
く
撤
兵
す
る
。そ
の
際
、謙

信
公
は
上
杉
憲
政
か
ら
、「
上
杉
」の
名
跡
と
関
東

管
領
職
を
譲
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。　
　
　
　

　

そ
の
後
、上
杉
勢
は
武
田
信
玄
の
関
東
進
出
の

際
に
も
、厩
橋
城
を
拠
点
と
し
て
武
田
勢
の
侵
攻

を
防
い
だ
が
、天
正
7
年（
1
5
7
9
）に
謙
信
公

が
死
去
。家
督
を
め
ぐ
っ
て
二
人
の
養
子
、景
虎

と
景
勝
と
が
争
う
御
館
の
乱
が
勃
発
す
る
。　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

戦
に
勝
利
し
た
景
勝
公
の
家
臣
・
直
江
兼
続
公

が
、そ
の
後
の
上
杉
家
の
執
政
と
し
て「
愛
」と「
義
」

の
精
神
の
も
と
、藩
を
導
い
た
こ
と
は
世
に
名
高

い
。豊
臣
政
権
下
に
お
い
て
、越
後
か
ら
会
津
に

移
り
1
2
0
万
石
の
大
名
と
な
っ
た
景
勝
公
だ

が
、米
沢
30
万
石
へ
と
移
封
さ
れ
る
。し
か
し
、上

杉
家
は
米
沢
城
本
丸
に
安
置
し
た
謙
信
公
の
遺

骸
を
精
神
的
な
支
え
に
、兼
続
公
に
よ
る
卓
越
し

た
藩
経
営
の
も
と
、苦
難
の
時
代
を
切
り
抜
け
た
。

　

こ
れ
は
鷹
山
公
が
家
督
を
継
い
だ
時
に
詠
ん

だ
歌
で
あ
り
、藩
主
と
は
民
の
親
で
あ
り
、子
を

思
う
親
の
気
持
ち
で
民
に
接
し
よ
う
と
の
決
意

を
表
明
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。領
民
の
安
定
し
た

生
活
を
確
保
す
る
た
め
、鷹
山
公
が
行
っ
た
改
革

の
功
績
は
、現
代
に
至
る
ま
で
広
く
讃
え
ら
れ
て

い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

不
屈
の
精
神
で
改
革
を
断
行
し
た
名
君
の
歌

（
左
の
碑
）は
世
の
人
々
の
多
く
が
知
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　　

米
沢
移
封
の
後
、景
勝
公
の
孫
・
第
４
代
当
主
綱

勝
公
が
急
死
す
る
と
、上
杉
家
は
断
絶
の
危
機
を

迎
え
る
。し
か
し
、綱
勝
公
の
舅
・
保
科
正
之（
徳
川

家
光
の
実
弟
）の
尽
力
が
あ
り
、わ
ず
か
15
万
石
で

の
家
名
存
続
が
許
さ
れ
た
。こ
れ
以
降
、上
杉
家
の

財
政
は
さ
ら
に
逼
迫
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

江
戸
時
代
中
期
、上
杉
家
の
10
代
当
主
・
上
杉
治

憲（
鷹
山
）公
は
、領
地
返
上
寸
前
の
米
沢
藩
を
、謙

信
公
、景
勝
公
時
代
の
倹
約
を
旨
と
し
た
政
策
に

戻
す
こ
と
を
実
行
。直
江
兼
続
公
の
2
0
0
回
忌

法
要
に
御
香
華
料
を
捧
げ
、そ
の
事
業
を
模
範
に

し
た
と
も
い
わ
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
上
杉
氏
―
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
鷹
山
公
の
改
革
で
は
、ま
ず
は
領
民
の
生
活
を

豊
か
に
す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

明
和
４
年（
1
7
6
7
）に
米
沢
藩
主
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、リ
ン
カ
ー
ン
米
国
大
統
領
が『
人
民
の

人
民
に
よ
る
人
民
の
た
め
の
政
治
』と
言
っ
た
の

は
1
8
6
3
年
で
す
。鷹
山
公
が
示
し
た
藩
主
の

心
得『
伝
国
の
辞
』は
1
7
8
5
年
で
す
か
ら
、
80

年
位
前
に
、鷹
山
公
は
既
に
人
民
の
た
め
の
政
治

を
実
践
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
」　
　
　
　
　

　　
『
伝
国
の
辞
』（
で
ん
こ
く
の
じ
）と
は
、鷹
山
公

が
次
期
藩
主
・
治
広
公
に
家
督
を
譲
る
際
に
申
し

渡
し
た
、３
条
か
ら
な
る
藩
主
と
し
て
の
心
得
で

あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

一
、国
家
は
先
祖
よ
り
子
孫
へ
伝
え
候
国
家

し
て
我
私
す
べ
き
物
に
は
こ
れ
無
く
候（
国
家
は

先
祖
か
ら
子
孫
に
伝
え
る
の
で
あ
っ
て
、藩
主
が

私
有
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
）　
　
　
　
　
　

　

一
、人
民
は
国
家
に
属
し
た
る
人
民
に
し
て
我

私
す
べ
き
物
に
は
こ
れ
無
く
候（
人
民
は
国
家
に

帰
属
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、藩
主
が
私
有
し
て

い
る
も
の
で
は
な
い
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

一
、国
家
人
民
の
為
に
立
た
る
君
に
て
君
の
為

に
立
た
る
国
家
人
民
に
は
こ
れ
無
く
候（
国
家
と

人
民
の
た
め
に
藩
主
が
い
る
の
で
あ
っ
て
、国
家

や
人
民
は
藩
主
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
）　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

フ
ラ
ン
ス
革
命
が
民
主
主
義
の
土
台
と
な
っ

た
「
自
由
・
平
等
・
博
愛
」
を
掲
げ
た
の
は

1
7
8
9
年
の
こ
と
で
あ
り
、鷹
山
公
の『
伝
国

の
辞
』は
そ
れ
よ
り
も
4
年
早
く
、市
民
を
中
心

に
据
え
た
政
治
を
標
榜
し
て
い
た
。江
戸
時
代
と

い
う
封
建
社
会
の
中
で
、主
権
在
民
を
基
本
に
し

た
近
代
民
主
主
義
の
理
念
を
掲
げ
た
点
は
、驚
嘆

に
値
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

江
戸
後
期
に
な
る
と
、ほ
と
ん
ど
の
藩
で
は
借

金
が
膨
ら
み
、財
政
危
機
に
直
面
し
て
い
た
が
、

特
に
米
沢
藩
は
、領
地
の
減
少
と
家
臣
数
の
多
さ
、

た
び
重
な
る
凶
作
な
ど
で
、他
藩
に
も
増
し
て
厳

し
い
状
況
に
あ
っ
た
。米
沢
藩
の
財
政
再
建
に
着

手
し
た
鷹
山
公
は
、役
人
の
贅
沢
や
無
駄
を
見
直

す
と
い
う
、「
行
政
改
革
」を
断
行
し
た
。旧
態
を

守
ろ
う
と
す
る
藩
内
の
重
臣
か
ら
の
抵
抗
に
も

合
っ
た
が
、彼
ら
を
粘
り
強
く
説
得
し
、自
ら
が

実
践
す
る
改
革
が
藩
内
の
支
持
を
得
て
い
る
こ

と
を
確
認
、し
だ
い
に
反
対
勢
力
を
処
分
し
つ
つ

改
革
を
お
し
進
め
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

わ
ず
か
17
歳
で
藩
主
と
な
っ
た
鷹
山
公
は
、藩

校
・
興
譲
館
を
再
興
さ
せ
た
。師
の
細
井
平
洲
か

ら
受
け
た
学
問
の
影
響
も
あ
り
、強
い
意
志
で
米

沢
藩
の
立
て
直
し
に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
。　
　

　
「
受
け
次
ぎ
て
国
の
司
の
身
と
な
れ
ば
、　

　
　
　

忘
れ
ま
じ
き
は
民
の
父
母
」　
　
　

鷹
山
公
の
藩
政
改
革

謙
信
公
と
上
州

歌の碑 前橋城跡の石垣

上杉鷹山（うえすぎ ようざん）公
上杉家第１０代米沢藩主当主（米沢藩第９代藩主）。
疲弊した民心の回復を図り、失墜した藩政を一新して
窮地を救った米沢藩中興の祖。江戸時代を代表する
名君として知られ、謙信公の教えや景勝公の施政を
見本にした。

上杉謙信（うえすぎ けんしん）公
上杉家藩祖。後に「越後の虎」とも「越後の龍」とも恐れら
れた戦国時代の武将・大名。内乱の続いた越後を統一し、
他国からの救援要請には秩序回復のため幾度となく出兵した。

「義」を掲げ戦うが、領土拡大目的の戦はしなかった。
戦国最強の猛将でありながら、禅を学ぶ聖将として知られる。

上杉景勝（うえすぎ かげかつ）公
上杉家二代目第２代藩主当主（米沢藩初代藩主）。母は
謙信公の実姉・仙桃院。実父の死後、謙信公の養子となり、
近習であった兼続と共に春日山城に入る。景勝公は謙信公
の薫陶を受けて育ち、「仁愛」や「義」の精神を藩政に反映させた。

上杉鷹山公の銅像

（米沢市上杉博物館蔵）（米沢市上杉博物館蔵）

（米沢市上杉博物館蔵）

04 03第十七代上杉家当主 上杉邦憲氏に聞く 第十七代上杉家当主 上杉邦憲氏に聞く
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沖縄県 喜名番所跡平和記念公園から望む沖縄の空と海

上杉県令沖縄本島巡回日誌

　

戦
国
時
代
か
ら
江
戸
、明
治
維
新
、そ
し
て
太
平

洋
戦
争
と
、激
動
の
歴
史
に
さ
ら
さ
れ
、風
雪
に
耐

え
な
が
ら
家
名
を
保
ち
、そ
の
伝
統
を
維
持
す
る

に
は
大
変
な
努
力
を
要
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。　

そ
こ
に
は
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
深
淵
な

教
え
＝「
精
神
」と
い
う
も
の
が
あ
る
。　
　
　
　

そ
れ
ら
の
結
集
こ
そ
が
日
本
の
良
き
文
化
・
風
習

と
な
っ
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、現
代
で
は

風
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

目
先
の
利
益
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、先
人

が
醸
成
し
て
き
た「
精
神
性
」を
維
持
し
伝
承
す
る

こ
と
こ
そ
、真
の
豊
か
さ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
杉
氏
―
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
世
間
を
騒
が
せ
た
最
近
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、株
の

取
引
に
不
正
が
あ
っ
た
と
し
て
当
局
に
検
挙
さ
れ

た
人
が
い
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
人
が
拝
金
主
義
的
な
発
言
を
し
て
い
ま
し
た

け
ど
、お
金
よ
り
大
切
な
本
当
の
豊
か
さ
、充
実
感

は
、各
人
の
心
の
内
に
あ
る
と
思
い
ま
す
」　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

謙
信
公
は
じ
め
、欲
を
抑
え
領
民
の
幸
福
を
望

ん
だ
名
君
達
の
教
え
か
ら
、本
当
に
大
切
な
何
か

を
真
剣
に
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
が
来
て

い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

江
戸
幕
府
が
大
政
奉
還
し
明
治
新
政
府
が
発
足

し
た
際
、米
沢
藩
最
後
の
大
名
は
、か
つ
て
戊
辰
戦

争
を
戦
っ
た
第
13
代
上
杉
斉
憲
公
で
あ
っ
た
。明

治
維
新
後
、斉
憲
公
は
家
督
を
茂
憲
公
に
譲
り
隠

居
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
杉
氏
―
― 

 

 

　

　
「
茂
憲
公
は
鷹
山
公
か
ら
四
代
目
の
第
14
代
当

主
で
、明
治
14
年（
1
8
8
1
）に
沖
縄
県
令（
官
製

知
事
）に
任
命
さ
れ
、沖
縄
の
実
情
を
つ
ぶ
さ
に
調

べ
ま
し
た
。民
衆
の
貧
困
ぶ
り
を
目
の
当
た
り
に

し
、県
民
を
哀
れ
に
思
い
、貧
し
さ
の
原
因
で
あ
る

重
税
を
軽
く
し
よ
う
と
明
治
新
政
府
に
意
見
書
を

出
し
ま
し
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、わ
ず
か
２
年

で
更
迭
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
」　
　
　
　
　
　

　

　

　

茂
憲
公
は
沖
縄
県
民
の
生
活
状
況
を
詳
細
に

調
査
し
、そ
の
調
査
結
果
を「
上
杉
県
令
沖
縄
本

島
巡
回
日
誌
」と
し
て
記
録
し
て
い
る
。沖
縄
本

島
を
巡
回
視
察
す
る
際
、茂
憲
公
は
よ
く
整
備
さ

れ
て
い
な
い
道
を
歩
い
た
こ
と
も
あ
り
、各
宿
場

の
間
切（
明
治
時
代
の
地
方
行
政
区
）役
人
の
案

内
で
、庶
民
の
暮
ら
し
を
身
近
に
見
る
よ
う
に
努

め
た
よ
う
で
、そ
う
し
た
記
述
が
同
日
誌
の
随
所

に
見
受
け
ら
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

島
の
中
央
部
に
位
置
す
る
読
谷（
よ
み
た
ん
）

村
に
は
、「
喜
名
番
所（
き
な
ば
ん
し
ょ
）」と
い
う

明
治
時
代
の
役
所
が
史
跡
と
し
て
保
存
さ
れ
て

お
り
、茂
憲
公
が
明
治
14
年（
1
8
8
0
）12
月
2

日
に
同
村
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
が
、次
の
よ
う
に

記
述
さ
れ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
「
門
前
ニ
向
ヒ
、老
松
道
ヲ
挟
ミ
、庭
ニ
芝
生
ヲ

敷
キ
、床
ニ
鄭
元
偉
ノ
書
ヲ
掲
グ（
軒
下
の
敷
き
石
）

ニ
水
仙
、瑞
聖
花（
さ
ん
だ
ん
か
）ニ
相
映
シ
、サ
イ

サ
ン（
美
し
い
色
ど
り
）タ
リ
。門
前
ニ
小
池
ア
リ
。

ソ
ノ
西
ハ
一
望
無
限
、皆
薯
田
麦
畝
ナ
リ
」　
　
　

　

　

　

　
「
番
所
の
構
内
は
水
仙
や
さ
ん
だ
ん
か
の
花
が

咲
き
誇
っ
て
お
り
、番
所
の
西
側
は
一
軒
の
家
も

な
く
、芋
畑
が
見
渡
す
限
り
続
い
て
い
た
」と
記
さ

れ
た
も
の
で
、当
時
の
番
所
周
辺
の
様
子
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。こ
の
記
述
に
と
ど
ま
ら
ず
、同
日

誌
は
明
治
初
期
の
沖
縄
の
世
情
・
現
況
を
知
る
上

で
の
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
お
り
、沖
縄
を
よ
り

詳
し
く
知
ろ
う
と
す
る
茂
憲
公
の
熱
心
な
姿
勢
が

読
み
取
れ
る
。
同
村
の
郷
土
史
で
は
、「
歴

代
の
地
方
長
官
の
中
で
茂
憲
公
ほ
ど
沖
縄
を
愛
し
、

彼
ほ
ど
沖
縄
の
た
め
に
尽
く
し
た
人
は
い
な
い
」

と
称
え
ら
れ
て
お
り
、島
内
の
多
く
の
人
に
尊
敬

さ
れ
て
い
た
と
い
う
。　
　
　
　
　
　
　
　

　

ま
た
、具
志
頭（
ぐ
し
ち
ゃ
ん
）村（
現
在
の
糸
満

市
付
近
、ひ
め
ゆ
り
の
塔
で
有
名
）は
、「
返
済
す
る

の
に
56
年
を
要
す
る
１
万
６
千
円
に
の
ぼ
る
巨
額

な
負
債
を
抱
え
る
農
民
」の
こ
と
や
、「
役
人
を
除

い
て
ど
の
家
の
住
人
も
小
さ
な
家
に
住
み
、粗
末

な
着
物
を
着
て
い
る
」等
の
記
述
が
あ
り
、困
窮
し

た
農
民
の
状
況
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
杉
氏
―
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
茂
憲
公
は
沖
縄
の
社
会
を
困
窮
か
ら
救
う
に

は
教
育
が
必
要
だ
と
痛
感
し
、私
財
1
5
0
0
円

（
現
在
の
数
千
万
円
）を
投
じ
て
、県
費
留
学
生
の

形
で
５
人
の
有
能
な
青
年
を
東
京
に
送
り
出
し
ま

し
た
。後
に
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
沖
縄
の
篤
志
家

の
方
が
、『
茂
憲
公
の
恩
に
御
礼
を
し
た
い
』と
申

し
出
ら
れ
、平
成
６
年
に
は
、沖
縄
県
人
材
育
成
財

団（
会
長
・
大
田
昌
秀
沖
縄
県
知
事
）よ
り
感
謝
状

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。そ
の
感
謝
状
は
螺
鈿（
ら
で

ん
）を
埋
め
込
ん
で
作
ら
れ
た
大
変
美
し
い
も
の

で
、今
で
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。同
年
に
は
沖
縄

市
と
米
沢
市
が
姉
妹
都
市
に
な
り
、茂
憲
公
の
仁

愛
の
精
神
は
、今
も
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
」　
　

　

　

　

　

　

　

　

「
精
神
性
」こ
そ
真
の
豊
か
さ

日
本
独
特
の
価
値
観

上杉鷹山公の主要年表

上杉鷹山公の銅像

上杉茂憲公の主要年表

上杉茂憲公の写真

上杉謙信公の主要年表

上杉謙信公の銅像

上杉茂憲（うえすぎ もちのり）公
上杉家第14代当主（最後の米沢藩主）。明治２年、版籍奉還
により米沢藩知事となる。明治14年に沖縄県令兼判事に任命
される。沖縄本島はじめ県内各島を視察し、離任する時は私財
を投じて人材育成に貢献した。

越後守護代・長尾為景の子として春日山城にて誕生。
元服し、長尾景虎と名乗るようになり、栃尾城(長岡市）へ入る。
兄・晴景が隠居し、家督を継ぎ春日山城に入る。
坂戸城主・長尾政景を服従させる。
北条氏の攻撃を受けた関東管領・上杉憲政が謙信を頼って越後へ逃れてくる。
第１回川中島の戦いで武田信玄と対峙する。上洛し、後奈良天皇と将軍・足利義輝に謁見する。
３月、越中に出陣し、神保長職を破る。５月、三国峠を越え関東へ出陣する。厩橋城（前橋市）で越年。
３月、北条氏康本拠・小田原城を包囲。鶴岡八幡宮で関東管領に就任。
８月、第４回川中島の戦いで武田信繁らを討ち取るも被害甚大で引き上げる。
関東へ出陣し、北条氏政軍と戦う。
９月、能登・七尾城を攻略し能登を統一。10月、手取川の戦いで柴田勝家を総大将
とする織田軍を打ち破る。
春日山城内で死去。49歳。後継者争いの御館の乱勃発
上杉景勝が御館の乱に勝利し家督を相続

1530年（享禄3年）
1543年（天文12年）�
1548年（天文17年）
1551年（天文20年）
1552年（天文21年）
1553年（天文22年）
1560年（永禄3年）
1561年（永禄4年）
　
1574年（天正2年）　
1577年（天正5年）

1578年（天正6年）
1579年（天正7年）

7月、高鍋藩主秋月家の二男として江戸の一本松邸で生まれる。
上杉重定との養子縁組により次期米沢藩主に決定する。
竹俣当綱、木村高広、莅戸善政、佐藤文四郎などを近臣にする。
9月に大倹約を実行し、自らの生活費を十分の一に押さえた。
上杉重定の長女・幸姫と結婚。8月24日に藁科松伯が亡くなる。
10月に米沢へ初入国。
4代藩主綱憲の子の式部勝延の娘・お久野（お豊）を側室にする。
5月に儒学者・細井平洲が初めて米沢に来る。
6月に旱魃のため、愛宕神社で雨乞いの祈願を行う。
桑・楮・漆を各百万本植える計画し植立を始める。
3月に正室・幸姫が30歳で病死する。奉行・竹俣当綱失脚。 天明の大飢饉
2月に隠居し、伝国の辞を送り養子の治広が第10代米沢藩主となる。
1月に莅戸善政を再勤させ中老に任命する。上書箱の設置。藩政費用を半分にして
財政再建に取り組みゆるんだ改革を改めた。
名を鷹山と改名。
3月に上杉鷹山が72歳で死去。　9月に治広が59歳で死去。
国の借金のほとんどを返済する。

1751年（宝暦元年）
1760年（宝暦９年）
1763年（宝暦12年）
1767年（明和4年）
1769年（明和６年）

1770年（明和７年）
1771年（明和９年）

1775（安永4年）
1782年（天明2年）
1785年（天明５年）
1791年（寛政3年）

1802年（享和2年）
1822年（文政5年） 
1826（文政9年）

上杉家13代当主斉憲の長子として米沢城に誕生
米沢藩降伏。斉憲公引退により最後の米沢藩主に。
戊辰戦争終結、藩籍奉還により米沢藩知事となる。
イギリスに遊学
宮内省第二部部長に就任。
沖縄県令を命じられる。
沖縄県令を免じられ、元老院議官となる。
伯爵を授けられ、伯爵選挙会で貴族院議員に当選
再度貴族院議員に当選

（日露戦争勃発。）
勲二等に序せられる。76歳で死去。

1844年（天保15年）　
1868年（明治元年）　
1869年（明治2年）　
1872年（明治5年）　
1876年（明治9年）　
1881年（明治14年）
1883年（明治16年）
1884年（明治17年）
1897年（明治30年）

（1904年（明治37年））
1919年（大正8年）

第十七代上杉家当主 上杉邦憲氏に聞く

沖
縄
県
令

上
杉
茂
憲
公
の
遺
徳

06 05

（個人蔵、写真提供 米沢市上杉博物館 ）

（米沢市上杉博物館蔵）

第十七代上杉家当主 上杉邦憲氏に聞く



　

社
団
法
人
霞
会
館
の
前
身
は
明
治
７
年
に
明
治
天
皇
の

勅
諭
に
よ
り
発
足
し
た
華
族
会
館
。
公
家
と
大
名
、勲
功
に

よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

霞
が
関
ビ
ル
の
敷
地
に
霞
会
館
が
あ
り
、同
館
は
霞
が
関
ビ

ル
の
一
部
の
持
ち
主
で
も
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

34
階
に
会
館
の
機
能
を
有
し
て
い
る
。
旧
華
族
の
末
裔
が
日

本
古
来
の
伝
統
や
文
化
の
普
及
・
伝
承
活
動
、社
会
福
祉
等

公
益
に
関
す
る
事
業
及
び
助
成
を
行
っ
て
い
る
。　
　
　
　

08 07

上杉氏と取材にご協力いただいた水野氏（右）

鹿鳴館の模型。明治初期にはこの建物内に霞会館があった

霞会館のロビー。重厚で落ち着いた雰囲気

１５５３年（天文22年）

１５７３年（天正元年）

1578年（天正7年）

１５８２年（天正10年）

１５８５年（天正13年）

１６００年（慶長5年）

１６０３年（慶長8年）

川中島の戦い

室町幕府滅亡

上杉謙信公死去

本能寺の変

豊臣秀吉が関白となる

関ヶ原の戦い

徳川家康が江戸幕府を開く

１７０１年（元禄14年）

１７８３年（天明3年）

１８６８年（明治元年）

１８９４年（明治27年）

１９０４年（明治37年）

１９４１年（昭和16年）

１９４５年（昭和20年）

赤穂浪士の討ち入り

天明の大飢饉

明治維新

日清戦争

日露戦争

太平洋戦争

連合軍に降伏

日本史主要年表

国宝 上杉本 洛中洛外図屏風 紺糸威二枚胴具足（上杉斉憲公所用甲冑）

霞
会
館
（
東
京
都
千
代
田
区 

霞
が
関
ビ
ル
34
階
）

◆
旧
華
族
の
末
裔
が
日
本
の
伝
統
や
独
自
の
文
化
を
普
及
・
伝
承

上
杉
家
の
名
宝

◆

水野勝之（みずの かつゆき）氏

昭和18年（1943）東京生まれ。

成蹊大学工学部電気工学科卒。会社勤めを20年した後独立、スリーケー株式会社・代表取締役就任

現在にいたる。主として、設備の自動制御などのコンサルタント。

旧備後福山藩・下総結城藩水野家後裔、元子爵家、霞会館会員（資料展示委員）、尚友倶楽部会員。

著書「加藤清正『妻子』の研究」は熊本日日新聞社主催「熊日出版文化賞」を受賞した。

取材協力

第十七代上杉家当主 上杉邦憲氏に聞く

上杉邦憲氏

宇宙
と

スペシャル インタビュー

アンドロメダ大星雲

Ｑ 

A

Ｑ 

A 

上杉邦憲氏は、1966年に東京大学工学部航空科宇宙コースを卒業後、同大大学院航空学専攻修士
課程を修了し、1977年に同大より工学博士号を取得、翌年に同大宇宙航空研究所助教授、1981年
には文部省宇宙科学研究所教授に就任、2003年に宇宙航空研究開発機構の教授を務め、日本の宇
宙工学分野をリードされてきました。上杉氏に、ご専門の宇宙のことについて質問してみました。　　　

日本の宇宙開発の水準は、世界的にみてどの程度ですか？  　　　　　　　　　　　　　　　　　
宇宙科学分野では世界のトップレベルにあることは間違いありません。しかし、近頃は現場から距離が
遠くなって、パソコン等机の上で処理する傾向が目立ち、憂慮しています。たとえば、衛星を発注・審査・
受領というやり方で、ほとんど現場に行かないのは、常に世界最先端を目指さなければならない宇宙科
学技術には適しません。現場を知らなければ新しい発想やさらなる発展が望めないのではないでしょうか。　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
子供じみた質問で恐縮ですが、地球以外にも知的生物はいるのでしょうか？　また、UFOは地球に
飛んできているのでしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
私たちがいるこの銀河系でさえ、宇宙から見ればちっぽけな存在なのですから、地球にしか「知性」が
ないというのはありえないと思います。ただし、知性を持つ生物がいるかどうかと、地球と同レベルの
知性を持つ生物が現在の地球と同じ時期にいるかどうかは、大変難しい問題です。地球ができてから
45億年といわれており、人間が「知性」を持ったのはせいぜい数千年で、ほんの一瞬です 。
UFOについてですが、今の物理学では光を超える速さはありえないので、銀河系のちっぽけな星まで
訪ねてくるとは考えにくいですね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 　

（米沢市上杉博物館蔵）（米沢市上杉博物館蔵）

Interview/Keisuke Suzuki  Text/Naoya Kinoshita
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同
セ
ン
タ
ー
の
高
速
輪
転
機
は
2
セ
ッ
ト
あ
り
、ま
っ

た
く
同
じ
新
聞
を
同
時
に
印
刷
し
ま
す
。
2
セ
ッ
ト
合

わ
せ
て
1
時
間
に
１８
万
部
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
そ

う
で
す
。カ
ラ
ー
の
新
聞
は
最
大
で
２４
ペ
ー
ジ
印
刷
で
き

ま
す
。
同
セ
ン
タ
ー
稼
動
後
の
紙
面
を
見
る
と
、カ
ラ
ー

写
真
が
多
く
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 
 
 
　
　

　

空
調
は
空
冷
パ
ッ
ケ
ー
ジ
方
式（
生
産
エ
リ
ア
は
冷
却

再
熱
方
式
）で
、衛
生
は
受
水
槽
＋
加
圧
ポ
ン
プ
方
式
で

排
水
は
合
流
式
＋
浄
化
槽
に
放
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。
生

産
系
は
空
冷
チ
ラ
ー
よ
り
２０
℃
の
冷
却
水
を
大
型
輪
転

機
に
供
給
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、圧
縮
空
気
設
備
や
廃

液
設
備
も
あ
り
、建
物
の
大
き
さ
に
比
し
て
設
備
工
事

は
内
容
の
濃
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。 
 
　
　
　
　

　 

榛
名
湖
の
湖
上
で
行
わ
れ
る「
榛
名
湖
イ
ル
ミ
ネ
ー

シ
ョ
ン
フ
ェ
ス
タ
０９
」
が
１２
月
１０
日
（
木
）〜
２７
日
（
日
）

ま
で
行
わ
れ
ま
す
。
当
社
は
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
協
賛
し
て

お
り
、昨
年
は
１６
日
間
で
約
１５
万
人
が
来
場
す
る
ビ
ッ
グ

イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
電
球
約
３０
万
個
を
使
い
、県
内

最
大
規
模
。
榛
名
観
光
協
会
の
会
員
や
地
元
の
人
が
中

心
と
な
っ
て
準
備
を
進
め
て
い
る
そ
う
で
す
。　
　
　
　

　

榛
名
湖
は
周
囲
を
山
で
囲
ま
れ
、レ
ー
ザ
ー
光
線
に

よ
る
演
出
効
果
が
素
晴
ら
し
く
、霧
や
か
す
み
、小
雨
が

あ
る
と
幻
想
的
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
、来
場
者
を
魅
了

し
ま
す
。レ
ー
ザ
ー
光
線
の
装
置
は
緑
、赤
、黄
、白
な
ど

の
光
を
数
キ
ロ
先
ま
で
照
射
す
る
こ
と
が
で
き
、光
と
闇

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
人
気
と
な
っ
て
い
ま
す
。　
　
　
　

　

土
曜
、日
曜
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
、駐
車
場
に
入
り
づ

ら
い
こ
と
も
あ
る
た
め
、早
め
に
現
地
に
到
着
す
る
よ
う

に
予
定
を
立
て
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。　
　
　
　

紹
介

お
客
様

上
毛
新
聞
社
様

10 榛名湖イルミネーションフェスタ'O9 09お客様紹介

榛名湖イルミネーションフェスタ '09

お問い合わせ専用電話 Tel.027-374-9116 はるなビ ●http：/harunavi.jp/
高崎市榛名支所産業観光課（榛名観光協会） 群馬県高崎市下室田町900-1 Tel.027-374-5111

主催●榛名湖イルミネーション実行委員会

印刷センターの外観（北関東自動車道伊勢崎I.Cに隣接）

印刷された新聞は自動で梱包され配達のトラックに積み込まれます

空調機械室

紙面データは0.3ミリのアルミ板に書き
こまれます。これが印刷の原版になります。印刷センターの天井

輪転機。高速で回転しながら印刷します

●点灯時間 ：17時～22時
●打上げ花火 ：10日、17日、27日 各日 17：30～

上
毛
新
聞
新
印
刷
工
場
「
上
毛
新
聞
印
刷
セ
ン
タ
ー
」

３１
万
部
を
2
時
間
で
印
刷

（写真提供・榛名観光協会）

12月10日（木）～ 27日（日）開催

上
毛
新
聞
社
の
新
印
刷
工
場
「
上
毛
新
聞
印
刷
セ
ン
タ
ー
」
が

今
秋
竣
工
し
、当
社
は
給
排
水
衛
生
・
空
調
設
備
工
事
を
施
工

し
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　






