<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php</b> on line <b>39</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>51</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>52</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>53</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>55</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_attribute" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>63</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>64</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>65</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>66</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>67</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tag" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>99</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "t" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>110</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "all" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>112</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "n" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>113</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "r" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>114</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "v" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>122</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "kanrino_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>138</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "title_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>139</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tourokudate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>140</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueibasyo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>141</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueidate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>142</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "seireki_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>143</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sikityo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>144</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "ookisa_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>145</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "syozousya_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>146</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sankoubunken_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>147</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tikucode_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>148</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sagyobi_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>149</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $key_reg in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function_searchtop.php</b> on line <b>57</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>258</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>260</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>287</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>297</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>303</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>309</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_account" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>585</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
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▼前川ゼミ2023成果報告 60分
ゼミメンバーの各自が成果を報告しています。（発表順は以下の順と同じ）
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/0gbpV1QULsw?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

▼前川ゼミ・ポートフォリオ（マイサイト）
〔地域デジタルアーカイブ〕
【1】竹中丈二(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/joji20021984>地域史料のデジタルアーカイブとその活用</a>
【2】久保山遥(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/j20034hkhk>デジタルアーカイブ化と社員日誌</a>
【3】石平飛揚(3年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/j21007hi2023>紙資料のデジタルアーカイブ化</a>
〔地域づくり支援〕
【4】福田晴紀(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/fukuharu76>メディアの活用と地域づくり</a>
【5】春原百々羽(3年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/EDENS99>地元上塩尻の文化の"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126960.jpg" alt="プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2023アウトカム" title="プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2023アウトカム" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126960">プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2023アウトカム</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126960">長野大学企業情報学部前川ゼミ／プロジェクト研究2023成果報告

▼前川ゼミ2023成果報告 60分
ゼミメンバーの各自が成果を報告しています。（発表順は以下の順と同じ）
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/0gbpV1QULsw?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

▼前川ゼミ・ポートフォリオ（マイサイト）
〔地域デジタルアーカイブ〕
【1】竹中丈二(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/joji20021984>地域史料のデジタルアーカイブとその活用</a>
【2】久保山遥(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/j20034hkhk>デジタルアーカイブ化と社員日誌</a>
【3】石平飛揚(3年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/j21007hi2023>紙資料のデジタルアーカイブ化</a>
〔地域づくり支援〕
【4】福田晴紀(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/fukuharu76>メディアの活用と地域づくり</a>
【5】春原百々羽(3年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/EDENS99>地元上塩尻の文化の</a></td><td class="date">2024-02-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126915">5</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/720/126915.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田　常田館製糸所　煙突」この煙突に関して2つ、新たに学びがあった。
1つ目はこの煙突は当時、石炭で稼働しており、現在の上田駅とこの煙突のふもとの間にトロッコが通っていたという。当時、物資の輸送は大変重要な役割であった。
2つ目は笠原工業（笠原製糸）が常田館製糸所をこの地に置いた理由は大きく3つあるという。「多くの労働力・都市部や地域内の輸送手段の発達・澄んだ水」である。上田市は当時、人口の8割を超える市民が養蚕業・製糸業に従事していたという。実際、常田館製糸所は2500人の従業員を抱えていた。また、東京・横浜への物資輸送手段が発達していたこと、上田駅と常田館製糸所間にはトロッコが開通していたことから交通が発達していたことがわかる。そして、菅平から流れる澄んだ水を貯水し、水が重要な製糸業に利用していたという。
今"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都上田　常田館製糸所　煙突" title="蚕都上田　常田館製糸所　煙突" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126915">蚕都上田　常田館製糸所　煙突</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126915">この煙突に関して2つ、新たに学びがあった。
1つ目はこの煙突は当時、石炭で稼働しており、現在の上田駅とこの煙突のふもとの間にトロッコが通っていたという。当時、物資の輸送は大変重要な役割であった。
2つ目は笠原工業（笠原製糸）が常田館製糸所をこの地に置いた理由は大きく3つあるという。「多くの労働力・都市部や地域内の輸送手段の発達・澄んだ水」である。上田市は当時、人口の8割を超える市民が養蚕業・製糸業に従事していたという。実際、常田館製糸所は2500人の従業員を抱えていた。また、東京・横浜への物資輸送手段が発達していたこと、上田駅と常田館製糸所間にはトロッコが開通していたことから交通が発達していたことがわかる。そして、菅平から流れる澄んだ水を貯水し、水が重要な製糸業に利用していたという。
今</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126913">6</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/720/126913.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田　常田館製糸所　食堂」常田館製糸所の食堂は敷地内に1ヵ所で特に広いわけではなかった。2500人分の3食を毎日用意していたことを思うと驚きだ。この建物の天井は特徴的で、三角屋根であるのだが、てっぺんが外気と接していて、換気扇の役割をしていたという。木造の建物で温かみがあり、当時この小さな食堂が大人数で賑わっている状況をイメージするだけでも上田市が養蚕業・製糸業で盛り上がっていたことがわかる気がした。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都上田　常田館製糸所　食堂" title="蚕都上田　常田館製糸所　食堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126913">蚕都上田　常田館製糸所　食堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126913">常田館製糸所の食堂は敷地内に1ヵ所で特に広いわけではなかった。2500人分の3食を毎日用意していたことを思うと驚きだ。この建物の天井は特徴的で、三角屋根であるのだが、てっぺんが外気と接していて、換気扇の役割をしていたという。木造の建物で温かみがあり、当時この小さな食堂が大人数で賑わっている状況をイメージするだけでも上田市が養蚕業・製糸業で盛り上がっていたことがわかる気がした。</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126805">7</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/706/126805.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「イナゴ」　今回は信州の珍味の一つイナゴについて調査した。というのも、現在様々なフィールドで昆虫食が話題を呼んでおり、今後の食糧問題や、宇宙食の代表品目として注目されることが増えてきた。長野県（主に南部）では昆虫を食べる文化があったと聞き、さらに上田市でも養蚕業の傍ら蚕のサナギを食べることもあったという。長野県は100年ほど前に一般的に家庭で食べられていたイナゴや蜂の子の佃煮を商品化したことで県内に昆虫食が普及したのだという。現在では好んで昆虫を食べる人は少なくなってしまったが、現在でもザザムシを使った新商品を開発した高校生がおり、未開の昆虫食の可能性があるといえる。"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="イナゴ" title="イナゴ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126805">イナゴ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126805">　今回は信州の珍味の一つイナゴについて調査した。というのも、現在様々なフィールドで昆虫食が話題を呼んでおり、今後の食糧問題や、宇宙食の代表品目として注目されることが増えてきた。長野県（主に南部）では昆虫を食べる文化があったと聞き、さらに上田市でも養蚕業の傍ら蚕のサナギを食べることもあったという。長野県は100年ほど前に一般的に家庭で食べられていたイナゴや蜂の子の佃煮を商品化したことで県内に昆虫食が普及したのだという。現在では好んで昆虫を食べる人は少なくなってしまったが、現在でもザザムシを使った新商品を開発した高校生がおり、未開の昆虫食の可能性があるといえる。</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126799">8</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/673/126799.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「藤本蚕業プロジェクトミーティング」2024年1月23日に藤本蚕業歴史館でミーティングを行いました。今後の課題などについて話し合いを、意見を交換しました。画像はその時出た課題の一部です。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="藤本蚕業プロジェクトミーティング" title="藤本蚕業プロジェクトミーティング" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126799">藤本蚕業プロジェクトミーティング</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126799">2024年1月23日に藤本蚕業歴史館でミーティングを行いました。今後の課題などについて話し合いを、意見を交換しました。画像はその時出た課題の一部です。</a></td><td class="date">2024-01-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126670">9</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/842/126670.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「デジタルアーカイブを利用しやすくするには」デジタルアーカイブをより多くの人に利用してもらい、使いやすいと感じてもらう

参考
藤本蚕業デジタルコモンズ https://d-commons.net/fujimoto-dc/ 
上田市公文書 https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/kobunshokan/
 国立公文書館デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/ 
デジタルアーカイブ学会 https://digitalarchivejapan.org/
国立国会図書館デジタルコレクション　https://dl.ndl.go.jp/ja/
デジタルアーカイブとは？https://solution.toppan.co.jp/newnormal/contents/digitalarchive_toha.html
内閣府知的財産戦略推進事務局「デジタルアーカイブ活動」のためのガイドラインhttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/pdf/guideline_2023."><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="デジタルアーカイブを利用しやすくするには" title="デジタルアーカイブを利用しやすくするには" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126670">デジタルアーカイブを利用しやすくするには</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126670">デジタルアーカイブをより多くの人に利用してもらい、使いやすいと感じてもらう

参考
藤本蚕業デジタルコモンズ https://d-commons.net/fujimoto-dc/ 
上田市公文書 https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/kobunshokan/
 国立公文書館デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/ 
デジタルアーカイブ学会 https://digitalarchivejapan.org/
国立国会図書館デジタルコレクション　https://dl.ndl.go.jp/ja/
デジタルアーカイブとは？https://solution.toppan.co.jp/newnormal/contents/digitalarchive_toha.html
内閣府知的財産戦略推進事務局「デジタルアーカイブ活動」のためのガイドラインhttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/pdf/guideline_2023.</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126659">10</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/813/126659.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「須坂と蚕糸業の関係」蚕糸業に関わる施設「ふれあい館まゆぐら」に調査してなぜ須坂市が蚕業で有名なのかを考察・まとめました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="須坂と蚕糸業の関係" title="須坂と蚕糸業の関係" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126659">須坂と蚕糸業の関係</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126659">蚕糸業に関わる施設「ふれあい館まゆぐら」に調査してなぜ須坂市が蚕業で有名なのかを考察・まとめました。</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126635">11</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/845/126635.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田紬」長野県の上田市、飯田市、松本市、岡山市、駒ケ根市周辺などで生産されている絹織物の総称を「信州紬」という。
信州紬の種類として上田紬、飯田紬、伊那紬、松本紬の四種類ある。上田市の上田紬とは江戸時代に信州紬の中で最も有名だった紬の着物である。昔は愛染系の縞柄が基調の着物だったため、「上田縞」とも呼ばれていた。特徴として縞と格子柄で丈夫でしなやかな風合いである。
この上田紬の織りを体験できる場所として「織りの休日俱楽部」がある。そこではストールが作れる。一ヵ月に一回と開催日が少なく、参加費も一万二千円と高めではある。
このような体験は上田市に限らず、他の地域でも行われていることが分かった。
上田紬についてもう少し詳しく調べてみた。
生糸に適さない屑繭を真綿にし、 真綿からつむいだ紬糸"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="上田紬" title="上田紬" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126635">上田紬</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126635">長野県の上田市、飯田市、松本市、岡山市、駒ケ根市周辺などで生産されている絹織物の総称を「信州紬」という。
信州紬の種類として上田紬、飯田紬、伊那紬、松本紬の四種類ある。上田市の上田紬とは江戸時代に信州紬の中で最も有名だった紬の着物である。昔は愛染系の縞柄が基調の着物だったため、「上田縞」とも呼ばれていた。特徴として縞と格子柄で丈夫でしなやかな風合いである。
この上田紬の織りを体験できる場所として「織りの休日俱楽部」がある。そこではストールが作れる。一ヵ月に一回と開催日が少なく、参加費も一万二千円と高めではある。
このような体験は上田市に限らず、他の地域でも行われていることが分かった。
上田紬についてもう少し詳しく調べてみた。
生糸に適さない屑繭を真綿にし、 真綿からつむいだ紬糸</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126624">12</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/846/126624.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田地域の高校の蚕産業についての歴史」上田市にある上田東高等学校。旧小県蚕業学校とも言い、農業課程・林業課程・蚕業課程がありました。

学校の校内には蚕業学校時代をしのぶ、しだれ桑が植えられています。さらに、爆撃の際に黒ずみになった欅の痕跡が今も残っています。

そして、この学校の有名な人といえば鈴木敏文さんです。
鈴木敏文さんは、坂城町の生まれで、小県蚕業学校の出身です。また、セブンーイレブンの元社長でもあります。鈴木社長は、創立120周年の時には「変化対応」というメッセージを贈っており、今でも石碑に刻まれています。
創立130周年では、新型コロナウイルスの影響でオンライン開催になりましたが、実際に貴重なお話を聞かせていただきました。
その際、「この学校はとても長い歴史があります。」と言い、実際に学生時代に経験したことを"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田地域の高校の蚕産業についての歴史" title="上田地域の高校の蚕産業についての歴史" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126624">上田地域の高校の蚕産業についての歴史</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126624">上田市にある上田東高等学校。旧小県蚕業学校とも言い、農業課程・林業課程・蚕業課程がありました。

学校の校内には蚕業学校時代をしのぶ、しだれ桑が植えられています。さらに、爆撃の際に黒ずみになった欅の痕跡が今も残っています。

そして、この学校の有名な人といえば鈴木敏文さんです。
鈴木敏文さんは、坂城町の生まれで、小県蚕業学校の出身です。また、セブンーイレブンの元社長でもあります。鈴木社長は、創立120周年の時には「変化対応」というメッセージを贈っており、今でも石碑に刻まれています。
創立130周年では、新型コロナウイルスの影響でオンライン開催になりましたが、実際に貴重なお話を聞かせていただきました。
その際、「この学校はとても長い歴史があります。」と言い、実際に学生時代に経験したことを</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126440">13</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/673/126440.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「藤本蚕業でミーティング＆資料を見合おう会」2023年11月27日に藤本蚕業歴史館で藤本蚕業でミーティング＆資料を見合おう会を開催しました。内容は藤本蚕業歴史館内の資料を互いに見せ合うことをしました。今回はオンライン参加と現地参加のハイブリットで行いました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="藤本蚕業でミーティング＆資料を見合おう会" title="藤本蚕業でミーティング＆資料を見合おう会" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126440">藤本蚕業でミーティング＆資料を見合おう会</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126440">2023年11月27日に藤本蚕業歴史館で藤本蚕業でミーティング＆資料を見合おう会を開催しました。内容は藤本蚕業歴史館内の資料を互いに見せ合うことをしました。今回はオンライン参加と現地参加のハイブリットで行いました。</a></td><td class="date">2023-12-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126436">14</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「藤本蚕業歴史館でデジタル化ワークショップ披露会」2023年12月17日にオンラインで藤本蚕業歴史館でデジタル化ワークショップ披露会を開催しました。前回行った藤本蚕業歴史館でデジタル化ワークショップ講座で学んだ技術を基に自分たちでscaniverseで撮影し、参加者がそれぞれ披露しました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="藤本蚕業歴史館でデジタル化ワークショップ披露会" title="藤本蚕業歴史館でデジタル化ワークショップ披露会" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126436">藤本蚕業歴史館でデジタル化ワークショップ披露会</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126436">2023年12月17日にオンラインで藤本蚕業歴史館でデジタル化ワークショップ披露会を開催しました。前回行った藤本蚕業歴史館でデジタル化ワークショップ講座で学んだ技術を基に自分たちでscaniverseで撮影し、参加者がそれぞれ披露しました。</a></td><td class="date">2023-12-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126435">15</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/673/126435.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「藤本蚕業歴史館でデジタル化ワークショップ」2023年12月9.10日藤本蚕業歴史館で藤本蚕業歴史館でデジタル化ワークショップを行いました。講師に中村さん、岩村さんを招きmatterportやscaniverseについて学習を行いました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="藤本蚕業歴史館でデジタル化ワークショップ" title="藤本蚕業歴史館でデジタル化ワークショップ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126435">藤本蚕業歴史館でデジタル化ワークショップ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126435">2023年12月9.10日藤本蚕業歴史館で藤本蚕業歴史館でデジタル化ワークショップを行いました。講師に中村さん、岩村さんを招きmatterportやscaniverseについて学習を行いました。</a></td><td class="date">2023-12-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126301">16</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「地域史料のデジタルアーカイブ 2023 後期中間発表」地域史料のデジタルアーカイブ 2023 後期中間発表
J20052 竹中丈二 
・活動の趣旨 
地域に保管され、活用機会が与えられない地域史料をネット公開し、地域づくりや地域 探究活動の発展に寄与すること。

・活動の詳細記録
デジタルマップ記事「2023年度デジタルアーカイブ後期中間作業報告(10/9-11/27)」にて掲載
URL: <a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=126298>https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=126298</a>

・地域における活動報告 
・上田(藤本蚕業歴史館)
外部ではキモノマルシェ、史料を見合おう会、情報通信文化論講義の参加を通じて史料の紹介を行った。内部では、段ボール整理棚作成、Matterportを使用した歴史館の全体図の3D撮影を行った。
・小諸
いとのまち・こもろチャンネルで過去の動画をほぼ全て投稿し、また新たに10/29に行われた講演会の動画撮影、投"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="地域史料のデジタルアーカイブ 2023 後期中間発表" title="地域史料のデジタルアーカイブ 2023 後期中間発表" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126301">地域史料のデジタルアーカイブ 2023 後期中間発表</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126301">地域史料のデジタルアーカイブ 2023 後期中間発表
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・活動の詳細記録
デジタルマップ記事「2023年度デジタルアーカイブ後期中間作業報告(10/9-11/27)」にて掲載
URL: <a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=126298>https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=126298</a>

・地域における活動報告 
・上田(藤本蚕業歴史館)
外部ではキモノマルシェ、史料を見合おう会、情報通信文化論講義の参加を通じて史料の紹介を行った。内部では、段ボール整理棚作成、Matterportを使用した歴史館の全体図の3D撮影を行った。
・小諸
いとのまち・こもろチャンネルで過去の動画をほぼ全て投稿し、また新たに10/29に行われた講演会の動画撮影、投</a></td><td class="date">2023-12-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126298">17</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「2023年度デジタルアーカイブ後期中間作業報告(10/9-11/27)」10/9
先週は日曜日に上田市で開催されたキモノマルシェに参加し、藤本蚕業の史料の魅力についてスライドショーで常時公開しました。中にはスライドショーに興味を持って見たいという人もおり、非常に驚くと共に史料の貴重さについて改めて認識しました。金曜日は藤本蚕業の段ボール史料の整理棚の組み立てを一日中行い、史料展示の再整理について考えました。今後は藤本蚕業史料の解説サイト、及び小諸の史料サイトの開設に向けて動く予定です。

10/23
先週は藤本蚕業歴史館で史料紹介の配信についてテストしました。その中で、史料を紹介するには1人で解説をしながらでは面白さが伝わらず、関心の高い方を介した対話形式で史料について語り合う事で面白さを引き出せることが分かりました。今週は水曜日にKAN-PRO中村さんと話し合いがあり"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="2023年度デジタルアーカイブ後期中間作業報告(10/9-11/27)" title="2023年度デジタルアーカイブ後期中間作業報告(10/9-11/27)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126298">2023年度デジタルアーカイブ後期中間作業報告(10/9-11/27)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126298">10/9
先週は日曜日に上田市で開催されたキモノマルシェに参加し、藤本蚕業の史料の魅力についてスライドショーで常時公開しました。中にはスライドショーに興味を持って見たいという人もおり、非常に驚くと共に史料の貴重さについて改めて認識しました。金曜日は藤本蚕業の段ボール史料の整理棚の組み立てを一日中行い、史料展示の再整理について考えました。今後は藤本蚕業史料の解説サイト、及び小諸の史料サイトの開設に向けて動く予定です。
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先週は藤本蚕業歴史館で史料紹介の配信についてテストしました。その中で、史料を紹介するには1人で解説をしながらでは面白さが伝わらず、関心の高い方を介した対話形式で史料について語り合う事で面白さを引き出せることが分かりました。今週は水曜日にKAN-PRO中村さんと話し合いがあり</a></td><td class="date">2023-12-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125542">18</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/239/125542.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学生の地域探究テーマ2023」【第3回課題10/19】信州上田学2023/マイサイトと探究テーマ　

▼社会福祉学部学生
1　長野県の自然
2　蚕都上田はどのようにして生まれたか
3　上田の地域の特徴から、福祉に活用できる社会資源を考える。
4　上田にある文化財について
5　上田市の特産物にはなにがあるのか、特産物と気候や地形との関係、特産物を使った料理について
6　上田市の食とそこから見る地域の特性
7　上田城の季節による変化
8　食と福祉（飲食店と社会福祉施設、養護施設との連携）
9　真田幸村と上田の関わり
10　なぜ上田には晴れが多いのか
11　別所温泉の自然風景とその風景に関する歴史学的・地理学的な知識
12　上田と福祉について
13　上田市内の地区の名前の由来について
14　上田市は子育てや生活をする上で、便利な地なのかどうか
15　上田市の子ど"><img src="https://d-commons.info/upload/4/239/thumbnails/125542.jpg" alt="学生の地域探究テーマ2023" title="学生の地域探究テーマ2023" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125542">学生の地域探究テーマ2023</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125542">【第3回課題10/19】信州上田学2023/マイサイトと探究テーマ　
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4　上田にある文化財について
5　上田市の特産物にはなにがあるのか、特産物と気候や地形との関係、特産物を使った料理について
6　上田市の食とそこから見る地域の特性
7　上田城の季節による変化
8　食と福祉（飲食店と社会福祉施設、養護施設との連携）
9　真田幸村と上田の関わり
10　なぜ上田には晴れが多いのか
11　別所温泉の自然風景とその風景に関する歴史学的・地理学的な知識
12　上田と福祉について
13　上田市内の地区の名前の由来について
14　上田市は子育てや生活をする上で、便利な地なのかどうか
15　上田市の子ど</a></td><td class="date">2023-10-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125470">19</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/125470.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「初めて見る1929年上田市の航空写真！」『アサヒグラフ臨時増刊号　東日本航空号』(1929年=昭和4年)にあっと驚く写真が！

当時の上田市の航空写真です。市街のほぼ中心部を捉えています。まさか戦前の上田市の航空写真があるとは思ってもいませんでした。藤本蚕業歴史館に保存されている資料の一つです。これは手に取って見るしかないですね！"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125470.jpg" alt="初めて見る1929年上田市の航空写真！" title="初めて見る1929年上田市の航空写真！" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125470">初めて見る1929年上田市の航空写真！</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125470">『アサヒグラフ臨時増刊号　東日本航空号』(1929年=昭和4年)にあっと驚く写真が！

当時の上田市の航空写真です。市街のほぼ中心部を捉えています。まさか戦前の上田市の航空写真があるとは思ってもいませんでした。藤本蚕業歴史館に保存されている資料の一つです。これは手に取って見るしかないですね！</a></td><td class="date">2023-10-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125469">20</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/125469.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「藤本蚕業/史料を見合おう会10/22」10/22(日)午後、藤本蚕業歴史館で「藤本蚕業/史料を見合おう会1stトライアル」を実施しました。ハイブリッドで文書館に気軽にアクセスできるようになり、場所を問わず、閲覧したりみんなで見合えたりしたらぐっと利便性が高まります。史料の利用可能性が広がります。

「史料を見合おう会」は、そのようなアクセスの壁をなくし、むしろ遠隔地からでも資料館に居るかのように閲覧を共有体験できたら、資料館の物理的制約を超え、みんなで楽しく史料が見合えたらいいよね、というリクエストに応えるものです。Webカメラ、マイク、Zoomがあれば場所を問わずどこからでも実施できます。

1stトライアルではどんな感じでできるのかをトライしました。前半(Part1)の様子を録画したのでご覧ください。
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/4bPzNuEnzIg?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

最初の約25分はイベントの"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125469.jpg" alt="藤本蚕業/史料を見合おう会10/22" title="藤本蚕業/史料を見合おう会10/22" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125469">藤本蚕業/史料を見合おう会10/22</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125469">10/22(日)午後、藤本蚕業歴史館で「藤本蚕業/史料を見合おう会1stトライアル」を実施しました。ハイブリッドで文書館に気軽にアクセスできるようになり、場所を問わず、閲覧したりみんなで見合えたりしたらぐっと利便性が高まります。史料の利用可能性が広がります。

「史料を見合おう会」は、そのようなアクセスの壁をなくし、むしろ遠隔地からでも資料館に居るかのように閲覧を共有体験できたら、資料館の物理的制約を超え、みんなで楽しく史料が見合えたらいいよね、というリクエストに応えるものです。Webカメラ、マイク、Zoomがあれば場所を問わずどこからでも実施できます。

1stトライアルではどんな感じでできるのかをトライしました。前半(Part1)の様子を録画したのでご覧ください。
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竹中丈二(長野大学企業情報学部前川ゼミ)／ミニ発表「藤本蚕業史料の魅力@キモノマルシェ2023」
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竹中丈二(長野大学企業情報学部前川ゼミ)／ミニ発表「藤本蚕業史料の魅力@キモノマルシェ2023」
2023/10/01　キモノマルシェ2023 in 信州上田「信州の蚕糸を知ろう」ブース（ゆたかや２階）</a></td><td class="date">2023-10-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125325">22</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/125325.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「久保山遥／藤本蚕業社員日誌@キモノマルシェ2023」<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/BSc27He9JVg?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
久保山遥(長野大学企業情報学部前川ゼミ)／ミニ発表「藤本蚕業社員日誌@キモノマルシェ2023」
2023/10/01　キモノマルシェ2023 in 信州上田「信州の蚕糸を知ろう」ブース（ゆたかや２階）"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125325.jpg" alt="久保山遥／藤本蚕業社員日誌@キモノマルシェ2023" title="久保山遥／藤本蚕業社員日誌@キモノマルシェ2023" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125325">久保山遥／藤本蚕業社員日誌@キモノマルシェ2023</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125325"><iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/BSc27He9JVg?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
久保山遥(長野大学企業情報学部前川ゼミ)／ミニ発表「藤本蚕業社員日誌@キモノマルシェ2023」
2023/10/01　キモノマルシェ2023 in 信州上田「信州の蚕糸を知ろう」ブース（ゆたかや２階）</a></td><td class="date">2023-10-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55380">23</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/055380.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「「藤本蚕業デジタルコモンズ」の構築(2023)」研究発表
「藤本蚕業デジタルコモンズ」の構築～地域資料アーカイブの課題と活用に向けた解決策～
(2023/06/18 デジタルアーカイブ学会／第3回DAフォーラム)

　前川道博（長野大学企業情報学部）

【研究の概要】
藤本蚕業歴史館(長野県上田市)は蚕種製造企業であった藤本蚕業の所蔵資料を保管する文書館である。所蔵資料は2009年、その保存整理、目録化が図られたものの、その後10数年間にわたり、活用がなされないまま現在に至った経緯がある。本研究はその資料を含めた諸資源の活用、資料のデジタルアーカイブ化に向けて取り組んだ実践的活動を報告し、デジタルアーカイブ化の課題、その解決策を提起するものである。根本的な乖離をもたらす社会的背景には、知識消費(マスコミュニケーション)型社会のレジームがデジタルアーカイブ化への"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/055380.jpg" alt="「藤本蚕業デジタルコモンズ」の構築(2023)" title="「藤本蚕業デジタルコモンズ」の構築(2023)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55380">「藤本蚕業デジタルコモンズ」の構築(2023)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55380">研究発表
「藤本蚕業デジタルコモンズ」の構築～地域資料アーカイブの課題と活用に向けた解決策～
(2023/06/18 デジタルアーカイブ学会／第3回DAフォーラム)

　前川道博（長野大学企業情報学部）

【研究の概要】
藤本蚕業歴史館(長野県上田市)は蚕種製造企業であった藤本蚕業の所蔵資料を保管する文書館である。所蔵資料は2009年、その保存整理、目録化が図られたものの、その後10数年間にわたり、活用がなされないまま現在に至った経緯がある。本研究はその資料を含めた諸資源の活用、資料のデジタルアーカイブ化に向けて取り組んだ実践的活動を報告し、デジタルアーカイブ化の課題、その解決策を提起するものである。根本的な乖離をもたらす社会的背景には、知識消費(マスコミュニケーション)型社会のレジームがデジタルアーカイブ化への</a></td><td class="date">2023-06-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55375">24</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/055375.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕種：蚕種製造1風景：繭の搬入→オスメス鑑別」<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/4IcDGoEgPYQ?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

蚕種製造の作業は、藤本蚕業株式会社では蚕種製造用の繭を農家から搬入してもらうところから始まります。この日6/15は茨城県かすみがうら市の契約農家から運ばれた繭を車から降ろすところから作業が始まりました。

蛹を繭と分離し、さらにオスメスを鑑別してオスメスを別々に養生します。作業工程をビデオに収録しておいたので御覧ください。

この後は１０日ほど経過した後、羽化したオスメスの蛾を交尾させることで受精卵を取り出します。以上が蚕種製造の工程です。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/055375.jpg" alt="上田蚕種：蚕種製造1風景：繭の搬入→オスメス鑑別" title="上田蚕種：蚕種製造1風景：繭の搬入→オスメス鑑別" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55375">上田蚕種：蚕種製造1風景：繭の搬入→オスメス鑑別</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55375"><iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/4IcDGoEgPYQ?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

蚕種製造の作業は、藤本蚕業株式会社では蚕種製造用の繭を農家から搬入してもらうところから始まります。この日6/15は茨城県かすみがうら市の契約農家から運ばれた繭を車から降ろすところから作業が始まりました。

蛹を繭と分離し、さらにオスメスを鑑別してオスメスを別々に養生します。作業工程をビデオに収録しておいたので御覧ください。

この後は１０日ほど経過した後、羽化したオスメスの蛾を交尾させることで受精卵を取り出します。以上が蚕種製造の工程です。</a></td><td class="date">2023-06-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55372">25</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/055372.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「現役の蚕種製造企業：上田蚕種株式会社」<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/p0d9R2H9-lM?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
上田蚕種は1918年(大正7年)に創業後、世界恐慌、太平洋戦争などの激動の時代を経て日本の蚕種製造を支えてきました。現在も蚕種製造業を営んでいる数少ない企業の一つです。
2023/06/15記録。

現役の蚕種製造企業は上田蚕種(上田市)、高原社(松本市)、冨田蚕種(福島県伊達市)の３社のみです。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/055372.jpg" alt="現役の蚕種製造企業：上田蚕種株式会社" title="現役の蚕種製造企業：上田蚕種株式会社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55372">現役の蚕種製造企業：上田蚕種株式会社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55372"><iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/p0d9R2H9-lM?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
上田蚕種は1918年(大正7年)に創業後、世界恐慌、太平洋戦争などの激動の時代を経て日本の蚕種製造を支えてきました。現在も蚕種製造業を営んでいる数少ない企業の一つです。
2023/06/15記録。

現役の蚕種製造企業は上田蚕種(上田市)、高原社(松本市)、冨田蚕種(福島県伊達市)の３社のみです。</a></td><td class="date">2023-06-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54626">26</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/616/054626.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座」<font size=+2><b>実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座</b></font>
【日程】2023年
　　2月4日(土) 10:00～16:00　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=54426>藤本蚕業歴史館に学ぶ地域アーカイブの課題</a><font color=orange>[LINK</font>]
　　2月5日(日) 10:00～16:00　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=54431>地域資料デジタルアーカイブの構築に向けて</a><font color=orange>[LINK</font>]
　　2月18日(土) 13:00～16:00　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=54612>皆さんのデジタルアーカイブ/地域学習企画披露会</a><font color=orange>[LINK</font>]

アンケート結果を掲載しました。
披露会の動画記録は追って公開予定です。


▼実施体制等
主催：藤本蚕業プロジェクト（代表：前川道博 長野大学企業情報学部教授）
共催：デジタルアーカイブ学会地域アーカイブ部会、岐阜女子大学
協力：藤"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座" title="実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54626">実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54626"><font size=+2><b>実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座</b></font>
【日程】2023年
　　2月4日(土) 10:00～16:00　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=54426>藤本蚕業歴史館に学ぶ地域アーカイブの課題</a><font color=orange>[LINK</font>]
　　2月5日(日) 10:00～16:00　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=54431>地域資料デジタルアーカイブの構築に向けて</a><font color=orange>[LINK</font>]
　　2月18日(土) 13:00～16:00　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=54612>皆さんのデジタルアーカイブ/地域学習企画披露会</a><font color=orange>[LINK</font>]

アンケート結果を掲載しました。
披露会の動画記録は追って公開予定です。


▼実施体制等
主催：藤本蚕業プロジェクト（代表：前川道博 長野大学企業情報学部教授）
共催：デジタルアーカイブ学会地域アーカイブ部会、岐阜女子大学
協力：藤</a></td><td class="date">2023-02-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54625">27</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/616/054625.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座」<font size=+2><b>実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座</b></font>
【日程】2022～23年
　12/10(土)10:00～16:00 <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=11761>藤本蚕業歴史館に学ぶ地域アーカイブの活用</a><font color=orange>[LINK</font>]
　12/17(土)10:00～16:00 <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=18944>藤本蚕業所蔵資料で近現代のキュレーション</a><font color=orange>[LINK</font>]
　01/14(土)13:00～16:00 <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=42656>皆さんのキュレーション披露会</a><font color=orange>[LINK</font>]
▼実施体制等
主催：藤本蚕業プロジェクト（代表：前川道博 長野大学企業情報学部教授）
共催：デジタルアーカイブ学会地域アーカイブ部会、岐阜女子大学
協力：藤本蚕業歴史館、上田小県近現代史研究会、長野大学
後援：日本教育情報学会デジタルアーカイブ研究会、日本デジ"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座" title="実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54625">実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54625"><font size=+2><b>実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座</b></font>
【日程】2022～23年
　12/10(土)10:00～16:00 <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=11761>藤本蚕業歴史館に学ぶ地域アーカイブの活用</a><font color=orange>[LINK</font>]
　12/17(土)10:00～16:00 <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=18944>藤本蚕業所蔵資料で近現代のキュレーション</a><font color=orange>[LINK</font>]
　01/14(土)13:00～16:00 <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=42656>皆さんのキュレーション披露会</a><font color=orange>[LINK</font>]
▼実施体制等
主催：藤本蚕業プロジェクト（代表：前川道博 長野大学企業情報学部教授）
共催：デジタルアーカイブ学会地域アーカイブ部会、岐阜女子大学
協力：藤本蚕業歴史館、上田小県近現代史研究会、長野大学
後援：日本教育情報学会デジタルアーカイブ研究会、日本デジ</a></td><td class="date">2023-02-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54612">28</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/616/054612.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第３回]」【オンデマンド講座】
★DA講座2-3皆さんのデジタルアーカイブ/地域学習企画披露会 182分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/XMVlG4Fgv4g?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

【講座タイムテーブル】
講師：前川道博（長野大学企業情報学部教授）
ゲスト講師：桂木惠さん（上田小県近現代史研究会事務局長）、朝倉久美さん（デジタルアーキビスト）

第３回 2月18日(土) 13:00～16:30 皆さんのデジタルアーカイブ(DA)／地域学習企画披露会

13:00 はじめに、ゲスト講師紹介
13:10 DA／地域学習企画披露会　Part１
（14:20 休憩）
14:30 DA／地域学習企画披露会　Part２
16:20 講評・まとめ
16:30 終了

《披露会の発表者と発表テーマ》敬称略。発表資料は以下に掲載してあります。
①島津千登世／下河辺淳＋戦後国土計画関連資料アーカイヴス
　→<a href=http://www.ued.or.jp/shimokobe/>下河辺淳アーカイヴス</a>
　→<a href=http://www."><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第３回]" title="実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第３回]" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54612">実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第３回]</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54612">【オンデマンド講座】
★DA講座2-3皆さんのデジタルアーカイブ/地域学習企画披露会 182分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/XMVlG4Fgv4g?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

【講座タイムテーブル】
講師：前川道博（長野大学企業情報学部教授）
ゲスト講師：桂木惠さん（上田小県近現代史研究会事務局長）、朝倉久美さん（デジタルアーキビスト）

第３回 2月18日(土) 13:00～16:30 皆さんのデジタルアーカイブ(DA)／地域学習企画披露会

13:00 はじめに、ゲスト講師紹介
13:10 DA／地域学習企画披露会　Part１
（14:20 休憩）
14:30 DA／地域学習企画披露会　Part２
16:20 講評・まとめ
16:30 終了

《披露会の発表者と発表テーマ》敬称略。発表資料は以下に掲載してあります。
①島津千登世／下河辺淳＋戦後国土計画関連資料アーカイヴス
　→<a href=http://www.ued.or.jp/shimokobe/>下河辺淳アーカイヴス</a>
　→<a href=http://www.</a></td><td class="date">2023-02-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54554">29</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/239/054554.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学生による地域キュレーション2022(信州上田学A受講生)」長野大学の地域科目「信州上田学A」を受講した学生が「信州上田」を接点とした地域キュレーションの学習成果です。タイトルを選ぶとその学生のマイサイトを表示します。

▼カテゴリ１：蚕都上田
<font color=maroon>【1】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/f22012>長野県の中でなぜ上田市が蚕都で有名なのか</a>
<font color=maroon>【2】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/coron850>上田の養蚕の歴史を掘り下げ、伝え続けるには。</a>
<font color=maroon>【3】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/harujinblue115>蚕都上田の歴史と未来</a>
<font color=maroon>【4】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/cloud15>製糸業の歴史</a>
<font color=maroon>【5】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/clmiduki27>蚕都上田の歴史</a>
<font color=maroon>【6】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/little0181>蚕都上田"><img src="https://d-commons.info/upload/4/239/thumbnails/054554.jpg" alt="学生による地域キュレーション2022(信州上田学A受講生)" title="学生による地域キュレーション2022(信州上田学A受講生)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54554">学生による地域キュレーション2022(信州上田学A受講生)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54554">長野大学の地域科目「信州上田学A」を受講した学生が「信州上田」を接点とした地域キュレーションの学習成果です。タイトルを選ぶとその学生のマイサイトを表示します。

▼カテゴリ１：蚕都上田
<font color=maroon>【1】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/f22012>長野県の中でなぜ上田市が蚕都で有名なのか</a>
<font color=maroon>【2】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/coron850>上田の養蚕の歴史を掘り下げ、伝え続けるには。</a>
<font color=maroon>【3】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/harujinblue115>蚕都上田の歴史と未来</a>
<font color=maroon>【4】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/cloud15>製糸業の歴史</a>
<font color=maroon>【5】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/clmiduki27>蚕都上田の歴史</a>
<font color=maroon>【6】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/little0181>蚕都上田</a></td><td class="date">2023-02-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54534">30</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/625/054534.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小諸の絵」1940年から1945年の間に描かれた小諸の家である、文書資料ではないがこの絵からも当時の暮らしを感じることが出来る。例えば屋根は瓦の物から藁の部分まであり、一階は瓦になっているため人が一階で暮らし、二階の藁の屋根では蚕を飼っていたことが推察される。また農業の道具もたくさん見受けれることから小諸市は昔から養蚕業と農業が盛んだったことが予測できる。
https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/art_museum/04J1000000039"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="小諸の絵" title="小諸の絵" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54534">小諸の絵</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54534">1940年から1945年の間に描かれた小諸の家である、文書資料ではないがこの絵からも当時の暮らしを感じることが出来る。例えば屋根は瓦の物から藁の部分まであり、一階は瓦になっているため人が一階で暮らし、二階の藁の屋根では蚕を飼っていたことが推察される。また農業の道具もたくさん見受けれることから小諸市は昔から養蚕業と農業が盛んだったことが予測できる。
https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/art_museum/04J1000000039</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54529">31</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/639/054529.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「三吉米熊」三吉米熊は1860年、年長州長府藩士三吉慎蔵の長男として長門国（現在の山口県）豊浦郡長府村に生まれた。三吉米熊は自ら西ケ原蚕病試験場に行って研修するなど、積極的に技術・知識を習得し、その後、本格的に蚕糸業の指導にあたるようになり、県下各地の伝習所・講習所で講師を務めた。また、明治２２年から２４年まで２年間にわたり、フランスなどで視察・研修を行った。当時、蚕業教育の必要性を感じていた小県郡長中島精一は蚕業学校設立を提唱していたが、明治２５年３月の小県郡会で設立案が可決され、小県郡立蚕業学校（現・長野県上田東高等学校）が明治２５年５月に開校しました。外遊から帰国したばかりの三吉は、この蚕業学校に迎えられ、初代校長に就任した。

大正１４年に蚕糸教育の功績によって勲三等瑞宝章が授与され"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="三吉米熊" title="三吉米熊" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54529">三吉米熊</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54529">三吉米熊は1860年、年長州長府藩士三吉慎蔵の長男として長門国（現在の山口県）豊浦郡長府村に生まれた。三吉米熊は自ら西ケ原蚕病試験場に行って研修するなど、積極的に技術・知識を習得し、その後、本格的に蚕糸業の指導にあたるようになり、県下各地の伝習所・講習所で講師を務めた。また、明治２２年から２４年まで２年間にわたり、フランスなどで視察・研修を行った。当時、蚕業教育の必要性を感じていた小県郡長中島精一は蚕業学校設立を提唱していたが、明治２５年３月の小県郡会で設立案が可決され、小県郡立蚕業学校（現・長野県上田東高等学校）が明治２５年５月に開校しました。外遊から帰国したばかりの三吉は、この蚕業学校に迎えられ、初代校長に就任した。

大正１４年に蚕糸教育の功績によって勲三等瑞宝章が授与され</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54510">32</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/631/054510.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕糸専門学校」また、明治43年には上田蚕糸専門学校（現・信州大学）が設立された。中等教育期間である小県産業高校と、高等教育機関である上田蚕糸専門学校が上田に作られたことは、上田の養蚕業・蚕糸業の繁栄ぶりが窺える。
現在の信州大学繊維学部は、日本で唯一の繊維学部である。


参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

▼この資料は以下から参照できます
ぶ「信州大学繊維学部」
https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=11526
（2023/02/06）"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田蚕糸専門学校" title="上田蚕糸専門学校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54510">上田蚕糸専門学校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54510">また、明治43年には上田蚕糸専門学校（現・信州大学）が設立された。中等教育期間である小県産業高校と、高等教育機関である上田蚕糸専門学校が上田に作られたことは、上田の養蚕業・蚕糸業の繁栄ぶりが窺える。
現在の信州大学繊維学部は、日本で唯一の繊維学部である。


参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

▼この資料は以下から参照できます
ぶ「信州大学繊維学部」
https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=11526
（2023/02/06）</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54504">33</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/631/054504.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小県蚕業学校」現・上田市付近である当時の長野県小県郡では、明治25年に小県蚕業学校(現・上田東高校)が全国に先立てて設立された。蚕業教育の充実化が図られていたため、先ほどの小説が作成された明治29年当時も、小県郡の蚕産業は盛んだったことが推測できる。


参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

▼この資料は以下から参照できます。
ミッチー「小県蚕業学校(『上田市史』下巻1940)」
https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=2303
（2023/02/06閲覧）"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="小県蚕業学校" title="小県蚕業学校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54504">小県蚕業学校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54504">現・上田市付近である当時の長野県小県郡では、明治25年に小県蚕業学校(現・上田東高校)が全国に先立てて設立された。蚕業教育の充実化が図られていたため、先ほどの小説が作成された明治29年当時も、小県郡の蚕産業は盛んだったことが推測できる。


参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

▼この資料は以下から参照できます。
ミッチー「小県蚕業学校(『上田市史』下巻1940)」
https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=2303
（2023/02/06閲覧）</a></td><td class="date">2023-02-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54440">34</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/616/054440.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「二・二六事件を記録したアサヒグラフ」藤本蚕業歴史館に所蔵されている昭和時代のグラビア雑誌です。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="二・二六事件を記録したアサヒグラフ" title="二・二六事件を記録したアサヒグラフ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54440">二・二六事件を記録したアサヒグラフ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54440">藤本蚕業歴史館に所蔵されている昭和時代のグラビア雑誌です。</a></td><td class="date">2023-02-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54432">35</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/164/054432.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「「藤本蚕業アーカイブ構築」を振り返って」　私はこの一年間地域資料のデジタルアーカイブ活動を行い、活用機会が無い地域資料の撮影とネット上の公開をしました。その中で藤本蚕業アーカイブについて紹介します。
　藤本蚕業アーカイブは藤本蚕業歴史館史料をネット上に公開するアーカイブであり、かつて蚕の卵である蚕種の日本最大製造地であった上塩尻の中心であった佐藤家(藤本蚕業)所蔵の史料を扱っています。歴史館では蚕種にとどまらず歴史、文化、地理に関わる文書・書籍も多く有しており、アーカイブでも見ることが出来ます。私は当アーカイブにおいて主に史料の撮影、記事の投稿を担当しました。
　実際の資料を紹介します。
　1925年11月に発行された上田市図書館報第三号では、最も興味深い点として新刊の発表に法学系冊子を真っ先に乗せている点で、大正デモクラシ"><img src="https://d-commons.info/upload/4/164/thumbnails/054432.png" alt="「藤本蚕業アーカイブ構築」を振り返って" title="「藤本蚕業アーカイブ構築」を振り返って" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54432">「藤本蚕業アーカイブ構築」を振り返って</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54432">　私はこの一年間地域資料のデジタルアーカイブ活動を行い、活用機会が無い地域資料の撮影とネット上の公開をしました。その中で藤本蚕業アーカイブについて紹介します。
　藤本蚕業アーカイブは藤本蚕業歴史館史料をネット上に公開するアーカイブであり、かつて蚕の卵である蚕種の日本最大製造地であった上塩尻の中心であった佐藤家(藤本蚕業)所蔵の史料を扱っています。歴史館では蚕種にとどまらず歴史、文化、地理に関わる文書・書籍も多く有しており、アーカイブでも見ることが出来ます。私は当アーカイブにおいて主に史料の撮影、記事の投稿を担当しました。
　実際の資料を紹介します。
　1925年11月に発行された上田市図書館報第三号では、最も興味深い点として新刊の発表に法学系冊子を真っ先に乗せている点で、大正デモクラシ</a></td><td class="date">2023-02-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54431">36</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/616/054431.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第２回]」【講座タイムテーブル】
　ゲスト出演：朝倉久美さん（デジタルアーキビスト）

第２回 2月5日(日) 10:00～16:00 地域資料デジタルアーカイブの構築に向けて
10:00 はじめに
10:30 地域社会におけるデジタルアーカイブの課題
11:00 地域アーカイブサイト参照
（12:00 休憩）
13:00 地域デジタルコモンズ「信州上田デジタルマップ」
14:00 ミニ実習
（14:20 休憩）
14:30 デジタルアーカイブ構築の企画立案・実践・Ｑ＆Ａ
16:00 終了

【オンデマンド講座】
(1)午前の部：地域アーカイブの課題 83分
　<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/Wsvcj9rXQ3I?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe> 83分
(2)午後の部１：地域デジタルコモンズ 98分
　<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/C_pD7HE4j_I?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe> 98分
(3)午後の部２：DA企画披露会に向けて 43分
　<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/Vvu9Q8u4zvA?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe> 43分

★オンデマンド講座
・資料の分類とメタデータ 30分
・著作権と資料の権利処理 30分
<div al"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第２回]" title="実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第２回]" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54431">実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第２回]</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54431">【講座タイムテーブル】
　ゲスト出演：朝倉久美さん（デジタルアーキビスト）

第２回 2月5日(日) 10:00～16:00 地域資料デジタルアーカイブの構築に向けて
10:00 はじめに
10:30 地域社会におけるデジタルアーカイブの課題
11:00 地域アーカイブサイト参照
（12:00 休憩）
13:00 地域デジタルコモンズ「信州上田デジタルマップ」
14:00 ミニ実習
（14:20 休憩）
14:30 デジタルアーカイブ構築の企画立案・実践・Ｑ＆Ａ
16:00 終了

【オンデマンド講座】
(1)午前の部：地域アーカイブの課題 83分
　<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/Wsvcj9rXQ3I?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe> 83分
(2)午後の部１：地域デジタルコモンズ 98分
　<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/C_pD7HE4j_I?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe> 98分
(3)午後の部２：DA企画披露会に向けて 43分
　<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/Vvu9Q8u4zvA?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe> 43分

★オンデマンド講座
・資料の分類とメタデータ 30分
・著作権と資料の権利処理 30分
<div al</a></td><td class="date">2023-02-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54426">37</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/616/054426.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第１回]」【講座タイムテーブル】
　ゲスト講師：小平千文さん（上田小県近現代史研究会会長）、桂木恵さん（同事務局長）
10:00 講座のねらいと概要
10:15 藤本蚕業歴史館・概要
10:30 藤本蚕業歴史館・バックヤード資料見聞
11:00 藤本蚕業の資料整理をふり返る
（12:00 休憩）
13:00 資料整理の課題と方法、資料目録の作成～藤本蚕業所蔵資料を例に～
（14:20 休憩）
14:30 受講者の皆さんのデジタルアーカイブ構築課題を聴きあう
16:00 終了

【オンデマンド講座(当日の講座記録)】
▼①午前の部：講座のねらい／未整理史料見聞
　講師：前川道博＋桂木恵＋小平千文 94分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/OeFShjk1XDs?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

▼②午後の部１：資料整理の課題と方法～藤本蚕業所蔵資料を例に～
　講師：前川道博 65分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/WgoZr8csL6A?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

▼③午後の部２：皆さんのアーカイブ課題を聴い"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第１回]" title="実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第１回]" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54426">実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第１回]</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54426">【講座タイムテーブル】
　ゲスト講師：小平千文さん（上田小県近現代史研究会会長）、桂木恵さん（同事務局長）
10:00 講座のねらいと概要
10:15 藤本蚕業歴史館・概要
10:30 藤本蚕業歴史館・バックヤード資料見聞
11:00 藤本蚕業の資料整理をふり返る
（12:00 休憩）
13:00 資料整理の課題と方法、資料目録の作成～藤本蚕業所蔵資料を例に～
（14:20 休憩）
14:30 受講者の皆さんのデジタルアーカイブ構築課題を聴きあう
16:00 終了

【オンデマンド講座(当日の講座記録)】
▼①午前の部：講座のねらい／未整理史料見聞
　講師：前川道博＋桂木恵＋小平千文 94分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/OeFShjk1XDs?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

▼②午後の部１：資料整理の課題と方法～藤本蚕業所蔵資料を例に～
　講師：前川道博 65分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/WgoZr8csL6A?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

▼③午後の部２：皆さんのアーカイブ課題を聴い</a></td><td class="date">2023-02-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54365">38</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/631/054365.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕業膝栗毛　第1編②」本文は、このように全部の漢字にフリガナがふってあるため読みやすいものになっている。
蚕業膝栗毛第壱編・第弐編は、藤本蚕業資料目録には掲載されていたので、今後藤本蚕業アーカイブにも掲載されたら詳しく見てみたい。

参考サイト：信州デジタルコモンズ

▼この資料は以下から参照できます
「蚕業膝栗毛　第1編」
https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/library/02BK0102151032
（2023/1/27閲覧）"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="蚕業膝栗毛　第1編②" title="蚕業膝栗毛　第1編②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54365">蚕業膝栗毛　第1編②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54365">本文は、このように全部の漢字にフリガナがふってあるため読みやすいものになっている。
蚕業膝栗毛第壱編・第弐編は、藤本蚕業資料目録には掲載されていたので、今後藤本蚕業アーカイブにも掲載されたら詳しく見てみたい。

参考サイト：信州デジタルコモンズ

▼この資料は以下から参照できます
「蚕業膝栗毛　第1編」
https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/library/02BK0102151032
（2023/1/27閲覧）</a></td><td class="date">2023-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54364">39</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/631/054364.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕業膝栗毛　第1編①」これは、明治29年2月に発行された、蚕業をテーマにした小説である。蚕業の質を高める為の講演会などの際に一緒に戯演されたものの書籍版、もしくは講演会で販売されたものだと考えられている。東海道中膝栗毛を捩っており、登場人物は主人公とその幼馴染。物語は、蚕業で成功した主人公が大失敗して財産がなくなったところから始まる。主人公は幼馴染を誘って、蚕業の知識を生かした蚕業大演説会を開催した。これがある程度うまくいったことが発端となり、蚕業改革の一端として日本蚕業倶楽部の設立を考える。その設立資金を蚕業演劇で稼ぎ、蚕業視察のために全国漫遊に出るという内容だ。


参考サイト：信州デジタルコモンズ

▼この資料は以下から参照できます
「蚕業膝栗毛　第1編」
https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/library/02BK0102151032
"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="蚕業膝栗毛　第1編①" title="蚕業膝栗毛　第1編①" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54364">蚕業膝栗毛　第1編①</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54364">これは、明治29年2月に発行された、蚕業をテーマにした小説である。蚕業の質を高める為の講演会などの際に一緒に戯演されたものの書籍版、もしくは講演会で販売されたものだと考えられている。東海道中膝栗毛を捩っており、登場人物は主人公とその幼馴染。物語は、蚕業で成功した主人公が大失敗して財産がなくなったところから始まる。主人公は幼馴染を誘って、蚕業の知識を生かした蚕業大演説会を開催した。これがある程度うまくいったことが発端となり、蚕業改革の一端として日本蚕業倶楽部の設立を考える。その設立資金を蚕業演劇で稼ぎ、蚕業視察のために全国漫遊に出るという内容だ。


参考サイト：信州デジタルコモンズ

▼この資料は以下から参照できます
「蚕業膝栗毛　第1編」
https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/library/02BK0102151032
</a></td><td class="date">2023-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54360">40</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/325/054360.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田紬の歴史＜繁栄＞」今回は上田紬がいつどうやって繁栄していったのかをまとめました。
上田紬は400年ほど前に戦国武将の1人して名高い真田昌幸が上田城が築いた時に、地場産業として奨励された真田家が麻つくった「真田織」が元になっています。
その後、上田地域の気候や風土が向いていたということもあり、蚕種業や養蚕業が盛んに行われ、現在の上田紬が形成され、江戸中期には京都や江戸の多くの人々に愛用され、日本三大紬の１つとなりました。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/325/thumbnails/054360.jpg" alt="上田紬の歴史＜繁栄＞" title="上田紬の歴史＜繁栄＞" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54360">上田紬の歴史＜繁栄＞</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54360">今回は上田紬がいつどうやって繁栄していったのかをまとめました。
上田紬は400年ほど前に戦国武将の1人して名高い真田昌幸が上田城が築いた時に、地場産業として奨励された真田家が麻つくった「真田織」が元になっています。
その後、上田地域の気候や風土が向いていたということもあり、蚕種業や養蚕業が盛んに行われ、現在の上田紬が形成され、江戸中期には京都や江戸の多くの人々に愛用され、日本三大紬の１つとなりました。</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54277">41</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/054277.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2022アウトカム」長野大学企業情報学部前川ゼミ／プロジェクト研究2022成果報告

▼前川ゼミ2022成果報告 47分
ゼミメンバーの各自が成果を報告しています。（発表順は以下の順と同じ）
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/77vZBzwnJCI?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

▼前川ゼミ・ポートフォリオ（マイサイト）
【1】川口将太(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/paruparu>企業のソーシャルメディアを用いたメディア戦略</a>
【2】高山大和(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/athleta77>持続的な地域活性化策～大洗モデル～</a>
【3】林 亮太(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/GUNDAM09>「海外視聴者向けの日本国内旅行動画」その特徴と活用方法の調査</a>
【4】中澤愛華(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/aika0117>神川小学校における地域学習支援</a>
【5】春原百々羽(2年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/EDENS99>蚕について地元の人が学ぶ理"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/054277.jpg" alt="プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2022アウトカム" title="プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2022アウトカム" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54277">プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2022アウトカム</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54277">長野大学企業情報学部前川ゼミ／プロジェクト研究2022成果報告

▼前川ゼミ2022成果報告 47分
ゼミメンバーの各自が成果を報告しています。（発表順は以下の順と同じ）
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/77vZBzwnJCI?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

▼前川ゼミ・ポートフォリオ（マイサイト）
【1】川口将太(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/paruparu>企業のソーシャルメディアを用いたメディア戦略</a>
【2】高山大和(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/athleta77>持続的な地域活性化策～大洗モデル～</a>
【3】林 亮太(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/GUNDAM09>「海外視聴者向けの日本国内旅行動画」その特徴と活用方法の調査</a>
【4】中澤愛華(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/aika0117>神川小学校における地域学習支援</a>
【5】春原百々羽(2年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/EDENS99>蚕について地元の人が学ぶ理</a></td><td class="date">2023-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54168">42</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/575/054168.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「名工の社殿と養蚕農家　～上田市下堀地区～」信濃国分寺駅の南側に位置する下堀地区です。
ここには堀川神社があり、今でも地区住民によって守られています。

拝殿は一見シンプルですが、本殿を見ると見事な装飾があります。これは1886年（明治19年）に上田の名工竹内八十吉によって掘られたものです。八十吉は1815年（文化12年）から1898年（明治31年）まで活躍した諏訪立川流の大工で、堀川神社以外にも信濃国分寺の本殿の彫刻も掘っている。

次に下堀地区は養蚕業で栄えていた地区である。その証拠がこの石垣である。
これは、ぼたもち積みと呼ばれる積み方でお金持ちの家しか作ることができない石垣である。https://d-commons.net/upload/4/575/054168_0023_006.jpg養蚕業で儲けていたからこそできる石垣で、当時は養蚕農家それぞれが競い合って家を建てていたそうだ。それほどまでにこの地区の養"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="名工の社殿と養蚕農家　～上田市下堀地区～" title="名工の社殿と養蚕農家　～上田市下堀地区～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54168">名工の社殿と養蚕農家　～上田市下堀地区～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54168">信濃国分寺駅の南側に位置する下堀地区です。
ここには堀川神社があり、今でも地区住民によって守られています。

拝殿は一見シンプルですが、本殿を見ると見事な装飾があります。これは1886年（明治19年）に上田の名工竹内八十吉によって掘られたものです。八十吉は1815年（文化12年）から1898年（明治31年）まで活躍した諏訪立川流の大工で、堀川神社以外にも信濃国分寺の本殿の彫刻も掘っている。

次に下堀地区は養蚕業で栄えていた地区である。その証拠がこの石垣である。
これは、ぼたもち積みと呼ばれる積み方でお金持ちの家しか作ることができない石垣である。https://d-commons.net/upload/4/575/054168_0023_006.jpg養蚕業で儲けていたからこそできる石垣で、当時は養蚕農家それぞれが競い合って家を建てていたそうだ。それほどまでにこの地区の養</a></td><td class="date">2023-01-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54153">43</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕業方法」自然の通風を重視した養蚕法である「清涼育」、温度と湿度を管理する養蚕法である「清温育」がある。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕業方法" title="蚕業方法" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54153">蚕業方法</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54153">自然の通風を重視した養蚕法である「清涼育」、温度と湿度を管理する養蚕法である「清温育」がある。</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54151">44</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕業の背景」江戸末期、鎖国政策を終え古くから生産されてきた生糸を中心に貿易を開始した。しかし、増える需要に対して品質基準を満たす生糸の生産が追い付かない状況であった。
明治維新を経た日本は、「殖産興業」による「富国強兵」を掲げた。それに伴い、生糸を主要な輸出品とし、品質向上、生産力向上に努めた。
新たな生産工場の建築を行うために、フランスなどから技師が招聘されるなど、積極的な動きがあった。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕業の背景" title="蚕業の背景" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54151">蚕業の背景</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54151">江戸末期、鎖国政策を終え古くから生産されてきた生糸を中心に貿易を開始した。しかし、増える需要に対して品質基準を満たす生糸の生産が追い付かない状況であった。
明治維新を経た日本は、「殖産興業」による「富国強兵」を掲げた。それに伴い、生糸を主要な輸出品とし、品質向上、生産力向上に努めた。
新たな生産工場の建築を行うために、フランスなどから技師が招聘されるなど、積極的な動きがあった。</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54150">45</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕業と気候」上田市は年間降水量が1000mm未満であり、日本一晴れの日が多い街である。この気候は蚕の飼育に適しており、上田市は日本でも屈指の蚕の産地になった。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕業と気候" title="蚕業と気候" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54150">蚕業と気候</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54150">上田市は年間降水量が1000mm未満であり、日本一晴れの日が多い街である。この気候は蚕の飼育に適しており、上田市は日本でも屈指の蚕の産地になった。</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54148">46</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕業の施設」長野県上田市では、かつては蚕業が盛んな地域であった。それを象徴するのが常田館製糸場である。この製糸場は明治33年創業の歴史ある建造物である。当時の養蚕業は日本の近代化の原動力であり、様々な箇所で利用されていた。この施設では、室温度、通風、乾燥などを整えることで、一年を通して平均的に生糸を生産することが可能となっていた。
木造5階建繭倉庫、鉄筋コンクリート5階建倉庫群などは、国指定重要文化財に指定されている。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕業の施設" title="蚕業の施設" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54148">蚕業の施設</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54148">長野県上田市では、かつては蚕業が盛んな地域であった。それを象徴するのが常田館製糸場である。この製糸場は明治33年創業の歴史ある建造物である。当時の養蚕業は日本の近代化の原動力であり、様々な箇所で利用されていた。この施設では、室温度、通風、乾燥などを整えることで、一年を通して平均的に生糸を生産することが可能となっていた。
木造5階建繭倉庫、鉄筋コンクリート5階建倉庫群などは、国指定重要文化財に指定されている。</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42656">47</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/616/042656_0023_002.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第３回]」実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第３回]
　皆さんのキュレーション披露会

★講座「皆さんのキュレーション披露会」129分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/Ga5SFPdO1qw?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>。

講師：前川道博（長野大学企業情報学部教授）
コメンテーター：
　小平千文（上田小県近現代史研究会会長）
　桂木　惠（上田小県近現代史研究会事務局長）

【講座タイムテーブル】
13:00 講座解説（前川道博）
13:30 皆さんのキュレーション披露会、意見交換、Q＆A(途中休憩あり)
16:00 終了
16:30 デジタルアーカイブクリエータ認定（希望者対象）

《キュレーション紹介》公開できる成果をリストアップしました
<ol><li>鈴木さん／<a href=https://d-commons.net/upload/4/616/cp001238_005.pdf>諏訪湖のスケート</a><font color=orange>[LINK]</font>(下記メディアクリップ収録)</li><li>長沼さん／一代交雑"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第３回]" title="実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第３回]" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42656">実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第３回]</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42656">実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第３回]
　皆さんのキュレーション披露会

★講座「皆さんのキュレーション披露会」129分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/Ga5SFPdO1qw?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>。

講師：前川道博（長野大学企業情報学部教授）
コメンテーター：
　小平千文（上田小県近現代史研究会会長）
　桂木　惠（上田小県近現代史研究会事務局長）

【講座タイムテーブル】
13:00 講座解説（前川道博）
13:30 皆さんのキュレーション披露会、意見交換、Q＆A(途中休憩あり)
16:00 終了
16:30 デジタルアーカイブクリエータ認定（希望者対象）

《キュレーション紹介》公開できる成果をリストアップしました
<ol><li>鈴木さん／<a href=https://d-commons.net/upload/4/616/cp001238_005.pdf>諏訪湖のスケート</a><font color=orange>[LINK]</font>(下記メディアクリップ収録)</li><li>長沼さん／一代交雑</a></td><td class="date">2023-01-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42646">48</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/042646.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「一次資料としてのminiDV」これまで社会活動はビデオ映像に記録をしてきました。蚕都上田プロジェクトを始めたのは2008年のこと。当時の記録媒体はもっぱらminiDV(小型ビデオカセット)です。それから15年が経過し、当時は現役で活動された方もご高齢になったりお亡くなりになったり、社会の状況・様子も変遷し続けてきています。miniDVは個人的には1997年以来使い続け、記録テープは1000本を超えます（数えたことはありませんが）。

テープ媒体の問題は再生しないことには記録映像にアクセスできないこと。さらにはこれらの媒体がいつまで再生可能かの保証はなく、テープ媒体の経年劣化の問題、再生機器の保全の限界の問題と重なり、ある時期に全てをデジタル化しデジタル保存しておかないと取り返しがつかないことになります。

この年末年始、デスクワークの片隅でパ"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/042646.jpg" alt="一次資料としてのminiDV" title="一次資料としてのminiDV" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42646">一次資料としてのminiDV</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42646">これまで社会活動はビデオ映像に記録をしてきました。蚕都上田プロジェクトを始めたのは2008年のこと。当時の記録媒体はもっぱらminiDV(小型ビデオカセット)です。それから15年が経過し、当時は現役で活動された方もご高齢になったりお亡くなりになったり、社会の状況・様子も変遷し続けてきています。miniDVは個人的には1997年以来使い続け、記録テープは1000本を超えます（数えたことはありませんが）。

テープ媒体の問題は再生しないことには記録映像にアクセスできないこと。さらにはこれらの媒体がいつまで再生可能かの保証はなく、テープ媒体の経年劣化の問題、再生機器の保全の限界の問題と重なり、ある時期に全てをデジタル化しデジタル保存しておかないと取り返しがつかないことになります。

この年末年始、デスクワークの片隅でパ</a></td><td class="date">2023-01-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42645">49</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/311/042645.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「明治7・8年蚕種焼却(横浜）の写真 (1874)から」横浜に出荷された大量の蚕種（蚕卵紙）が焼却されるという衝撃的な出来事を写した写真に着目し、その背景を調査しました。
1860年代、ヨーロッパでは、蚕の伝染病「微粒子病」が蔓延しました。この代替品として、健全な蚕種を日本に買い求めたため、蚕種の輸出は増加し、高値で取引されました。ところが、ヨーロッパ各国が蚕病を克服すると需要は減退し、生産過剰となっため、政府は、輸出予定だった蚕種（蚕卵紙）を買収し、一部の優良紙を残して、他はすべて焼却処分したそうです。

【出典】藤本蚕業アーカイブ　https://d-commons.net/fujimoto-arch/（2023/1/10）
　史料ID[tf002] 明治7・8年横浜で蚕種焼却の写真 (1874)"><img src="https://d-commons.info/upload/4/311/thumbnails/042645.jpg" alt="明治7・8年蚕種焼却(横浜）の写真 (1874)から" title="明治7・8年蚕種焼却(横浜）の写真 (1874)から" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42645">明治7・8年蚕種焼却(横浜）の写真 (1874)から</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42645">横浜に出荷された大量の蚕種（蚕卵紙）が焼却されるという衝撃的な出来事を写した写真に着目し、その背景を調査しました。
1860年代、ヨーロッパでは、蚕の伝染病「微粒子病」が蔓延しました。この代替品として、健全な蚕種を日本に買い求めたため、蚕種の輸出は増加し、高値で取引されました。ところが、ヨーロッパ各国が蚕病を克服すると需要は減退し、生産過剰となっため、政府は、輸出予定だった蚕種（蚕卵紙）を買収し、一部の優良紙を残して、他はすべて焼却処分したそうです。

【出典】藤本蚕業アーカイブ　https://d-commons.net/fujimoto-arch/（2023/1/10）
　史料ID[tf002] 明治7・8年横浜で蚕種焼却の写真 (1874)</a></td><td class="date">2023-01-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42644">50</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/652/042644.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「現代のタイポグラフィーの例③」食料品店、フラワーマーケット、書店など、小売店での「ポップ」。
現代の身近なタイポグラフィーと言える。

ワープロの普及によって直筆で文字を書く機会が減ったが、タイポグラフィーは、マスメディアや企業に限らず、身近なレベルでも活用することができそうだ。「ポップ」はその代表例だが、社内企画書やSNS発信などの個人の身近な発信においてもその効果が期待できるのではないだろうか。

「藤本蚕業報告書書体」に端を発した、本キュレーションだが、タイポグラフィーを模したその描き文字には強いインパクトがあった。さらに「報告書」作成者の、仕事に対する誠実さや熱意までが伝わるような気さえし、非常に印象深く、興味をそそられるものであった。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="現代のタイポグラフィーの例③" title="現代のタイポグラフィーの例③" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42644">現代のタイポグラフィーの例③</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42644">食料品店、フラワーマーケット、書店など、小売店での「ポップ」。
現代の身近なタイポグラフィーと言える。

ワープロの普及によって直筆で文字を書く機会が減ったが、タイポグラフィーは、マスメディアや企業に限らず、身近なレベルでも活用することができそうだ。「ポップ」はその代表例だが、社内企画書やSNS発信などの個人の身近な発信においてもその効果が期待できるのではないだろうか。

「藤本蚕業報告書書体」に端を発した、本キュレーションだが、タイポグラフィーを模したその描き文字には強いインパクトがあった。さらに「報告書」作成者の、仕事に対する誠実さや熱意までが伝わるような気さえし、非常に印象深く、興味をそそられるものであった。</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42628">51</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/652/042628.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「手塚治虫」手塚治虫は昭和3年（1928）生まれで、漫画家デビューは昭和21年（1946）であるため、昭和14年ごろに書かれたと思われる「藤本蚕業報告書書体」は手塚の影響を受けたわけではなく、手塚もまた当時のタイポグラフィーに影響を受けた一人と考えられる。


髙木康允『手塚治虫（1928-1989） 漫画家 ［撮影 昭和62年（1987）］』（日本写真保存センター所蔵）
「写真原板データベース」収録
(https://jpsearch.go.jp/item/photo-00088_00076_0001)"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="手塚治虫" title="手塚治虫" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42628">手塚治虫</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42628">手塚治虫は昭和3年（1928）生まれで、漫画家デビューは昭和21年（1946）であるため、昭和14年ごろに書かれたと思われる「藤本蚕業報告書書体」は手塚の影響を受けたわけではなく、手塚もまた当時のタイポグラフィーに影響を受けた一人と考えられる。


髙木康允『手塚治虫（1928-1989） 漫画家 ［撮影 昭和62年（1987）］』（日本写真保存センター所蔵）
「写真原板データベース」収録
(https://jpsearch.go.jp/item/photo-00088_00076_0001)</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42627">52</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/652/042627.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「手塚治虫・作品タイトルロゴ②」『手塚治虫表紙絵集』手塚治虫・著／森 晴路(手塚プロダクション資料室室長) ・監修／玄光社 (2016）より引用。
縦線・横線の極端なウェイト、横線が波打つ、重心が高いなど、「藤本蚕業報告書書体」に類似した特徴が見られる。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="手塚治虫・作品タイトルロゴ②" title="手塚治虫・作品タイトルロゴ②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42627">手塚治虫・作品タイトルロゴ②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42627">『手塚治虫表紙絵集』手塚治虫・著／森 晴路(手塚プロダクション資料室室長) ・監修／玄光社 (2016）より引用。
縦線・横線の極端なウェイト、横線が波打つ、重心が高いなど、「藤本蚕業報告書書体」に類似した特徴が見られる。</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42626">53</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/652/042626.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「手塚治虫・作品タイトルロゴ①」『鉄腕アトム プロローグ集成』手塚治虫・著／立東舎（2019)
カバー。
縦線・横線の極端なウェイト、重心が高いなど、「藤本蚕業報告書書体」に類似した特徴が見られる。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="手塚治虫・作品タイトルロゴ①" title="手塚治虫・作品タイトルロゴ①" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42626">手塚治虫・作品タイトルロゴ①</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42626">『鉄腕アトム プロローグ集成』手塚治虫・著／立東舎（2019)
カバー。
縦線・横線の極端なウェイト、重心が高いなど、「藤本蚕業報告書書体」に類似した特徴が見られる。</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42625">54</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/652/042625.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「報告書文字③」藤本蚕業の膨大な資料の中に、独特な書体を用いて書かれた書類がある。
写真は昭和7年〜1４年（1932~39)の、8年間にわたる製造費及び労力所用調査。


藤本蚕業資料　[at24-1-1]表紙なしノート(1931)
（a5文書/戦前/土浦）"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="報告書文字③" title="報告書文字③" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42625">報告書文字③</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42625">藤本蚕業の膨大な資料の中に、独特な書体を用いて書かれた書類がある。
写真は昭和7年〜1４年（1932~39)の、8年間にわたる製造費及び労力所用調査。


藤本蚕業資料　[at24-1-1]表紙なしノート(1931)
（a5文書/戦前/土浦）</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42624">55</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/652/042624.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「報告書文字②」藤本蚕業の膨大な資料の中に、独特な書体を用いて書かれた書類がある。
写真は用度品在庫数の詳細。


藤本蚕業資料　[at24-1-1]表紙なしノート(1931)
（a5文書/戦前/土浦）"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="報告書文字②" title="報告書文字②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42624">報告書文字②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42624">藤本蚕業の膨大な資料の中に、独特な書体を用いて書かれた書類がある。
写真は用度品在庫数の詳細。


藤本蚕業資料　[at24-1-1]表紙なしノート(1931)
（a5文書/戦前/土浦）</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42623">56</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/652/042623.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「報告書文字①」藤本蚕業の膨大な資料の中に、独特な書体を用いて書かれた書類がある。
写真は折れ線グラフによる昭和6年〜12年（1931~37)の、7年間にわたる販売実績の報告。


藤本蚕業資料　[at24-1-1]表紙なしノート(1931)
（a5文書/戦前/土浦）"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="報告書文字①" title="報告書文字①" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42623">報告書文字①</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42623">藤本蚕業の膨大な資料の中に、独特な書体を用いて書かれた書類がある。
写真は折れ線グラフによる昭和6年〜12年（1931~37)の、7年間にわたる販売実績の報告。


藤本蚕業資料　[at24-1-1]表紙なしノート(1931)
（a5文書/戦前/土浦）</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=30573">57</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/030573.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「藤本蚕業歴史館で開くオンライン講座第２日」12/17(土)、藤本蚕業プロジェクト主催/デジタルアーカイブ学会地域アーカイブ部会共催によるデジタルアーキビスト養成講座の第２回講座を実施しました。

今回の講座は、上田小県近現代史研究会のお二人の方：桂木恵さん、小平千文さんから「キュレーション実例」「近現代を捉える視点」の話題提供をいただきました。話題提供のレジュメは以下の【講座資料】に掲載してあります。


午後は、「藤本蚕業歴史館アーカイブ」の史料などを参照し「一次資料を使ったキュレーション」を実習を交えて学習してもらいました。

講座の動画記録は後日、こちらに掲載する予定です。

【講座資料】https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=18944"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/030573.jpg" alt="藤本蚕業歴史館で開くオンライン講座第２日" title="藤本蚕業歴史館で開くオンライン講座第２日" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=30573">藤本蚕業歴史館で開くオンライン講座第２日</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=30573">12/17(土)、藤本蚕業プロジェクト主催/デジタルアーカイブ学会地域アーカイブ部会共催によるデジタルアーキビスト養成講座の第２回講座を実施しました。

今回の講座は、上田小県近現代史研究会のお二人の方：桂木恵さん、小平千文さんから「キュレーション実例」「近現代を捉える視点」の話題提供をいただきました。話題提供のレジュメは以下の【講座資料】に掲載してあります。


午後は、「藤本蚕業歴史館アーカイブ」の史料などを参照し「一次資料を使ったキュレーション」を実習を交えて学習してもらいました。

講座の動画記録は後日、こちらに掲載する予定です。

【講座資料】https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=18944</a></td><td class="date">2022-12-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=19280">58</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/45/019280.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「みかんと煙草」藤本蚕業アーカイブより転載
https://d-commons.net/fujimoto-arch/?c=&p=18948#photo_gallery-10
みかん35銭？は旅費で煙草25銭？は何と書いてあるのだろう"><img src="https://d-commons.info/upload/4/45/thumbnails/019280.jpg" alt="みかんと煙草" title="みかんと煙草" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=19280">みかんと煙草</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=19280">藤本蚕業アーカイブより転載
https://d-commons.net/fujimoto-arch/?c=&p=18948#photo_gallery-10
みかん35銭？は旅費で煙草25銭？は何と書いてあるのだろう</a></td><td class="date">2022-12-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=19277">59</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/45/019277.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「枝垂（しだれ）桑」枝垂（しだれ）桑

蚕糸試験場　蚕糸の森公園
東京都杉並区

桑の品種改良がおこなわれ沢山の品種が生まれた
観賞用の品種


史料ID	タイトル	西暦	備考	発行年月	配置	目録頁	分類番号	巻・号	著者	発行元	発行場所
文献	cb-福-14	桑品種の図解	1925		大正14年11月			B-福-14			福島県桑苗同業組合	福島県

文献	c亅-1-96	桑品種図説	1926		大正15年8月			亅-1-96			長野県蚕業試験場	

文献	ca-2-12	桑品種図説	1926		大正15年3月			A-2-12			長野県蚕業試験場
藤本蚕業デジタル資料館
https://d-commons.net/fujimoto/

naganuma"><img src="https://d-commons.info/upload/4/45/thumbnails/019277.jpg" alt="枝垂（しだれ）桑" title="枝垂（しだれ）桑" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=19277">枝垂（しだれ）桑</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=19277">枝垂（しだれ）桑

蚕糸試験場　蚕糸の森公園
東京都杉並区

桑の品種改良がおこなわれ沢山の品種が生まれた
観賞用の品種


史料ID	タイトル	西暦	備考	発行年月	配置	目録頁	分類番号	巻・号	著者	発行元	発行場所
文献	cb-福-14	桑品種の図解	1925		大正14年11月			B-福-14			福島県桑苗同業組合	福島県

文献	c亅-1-96	桑品種図説	1926		大正15年8月			亅-1-96			長野県蚕業試験場	

文献	ca-2-12	桑品種図説	1926		大正15年3月			A-2-12			長野県蚕業試験場
藤本蚕業デジタル資料館
https://d-commons.net/fujimoto/

naganuma</a></td><td class="date">2022-12-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=19276">60</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/45/019276.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「霞月楼って何？」藤本蚕業土浦支店の「蚕種代価帳(1936)」に出ていた支出の記録です。その中に霞月楼という項目が出ています。年会費３円支払っています。
当時の料亭のようです。

「藤本蚕業アーカイブ」から転載
https://d-commons.net/fujimoto-arch?c=&p=18948"><img src="https://d-commons.info/upload/4/45/thumbnails/019276.jpg" alt="霞月楼って何？" title="霞月楼って何？" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=19276">霞月楼って何？</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=19276">藤本蚕業土浦支店の「蚕種代価帳(1936)」に出ていた支出の記録です。その中に霞月楼という項目が出ています。年会費３円支払っています。
当時の料亭のようです。

「藤本蚕業アーカイブ」から転載
https://d-commons.net/fujimoto-arch?c=&p=18948</a></td><td class="date">2022-12-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=19275">61</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「昭和8年4月鑑別手申込書綴」新潟や篠ノ井など東信地区以外の方々も鑑別手としていらっしゃったのだと分かり、蚕業が栄えていたと改めて感じました。
https://d-commons.net/fujimoto/?c=&p=9615"><img src="https://d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="昭和8年4月鑑別手申込書綴" title="昭和8年4月鑑別手申込書綴" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=19275">昭和8年4月鑑別手申込書綴</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=19275">新潟や篠ノ井など東信地区以外の方々も鑑別手としていらっしゃったのだと分かり、蚕業が栄えていたと改めて感じました。
https://d-commons.net/fujimoto/?c=&p=9615</a></td><td class="date">2022-12-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=19274">62</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/45/019274.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「test蚕糸試験場　蚕糸の森公園」蚕糸試験場　蚕糸の森公園

子供時代に蚕糸試験場（東京杉並区）が近所にあり、
すでに廃墟となっていて不思議なところだと思っていました。


春蚕繭繰糸試験成績一覧表
藤本蚕業デジタル資料館
https://d-commons.net/fujimoto-index/?c=&p=11876

近代化と国際規格と日本の関係性、
国際規格の導入と変遷は絹糸が最初ではないか？

以前自動車業界にいて国際規格からSDGsに変遷していった過程から、
規格の重要性が正義や善につながっていて基本なるのは美学ではないか？と考えています。

naganuma"><img src="https://d-commons.info/upload/4/45/thumbnails/019274.jpg" alt="test蚕糸試験場　蚕糸の森公園" title="test蚕糸試験場　蚕糸の森公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=19274">test蚕糸試験場　蚕糸の森公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=19274">蚕糸試験場　蚕糸の森公園

子供時代に蚕糸試験場（東京杉並区）が近所にあり、
すでに廃墟となっていて不思議なところだと思っていました。


春蚕繭繰糸試験成績一覧表
藤本蚕業デジタル資料館
https://d-commons.net/fujimoto-index/?c=&p=11876

近代化と国際規格と日本の関係性、
国際規格の導入と変遷は絹糸が最初ではないか？

以前自動車業界にいて国際規格からSDGsに変遷していった過程から、
規格の重要性が正義や善につながっていて基本なるのは美学ではないか？と考えています。

naganuma</a></td><td class="date">2022-12-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=18944">63</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/616/018944.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第２回]」実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第２回]
　藤本蚕業所蔵資料で近現代のキュレーション

【講座タイムテーブル】
10:00 一次資料を使ったキュレーションのいざない
10:15 キュレーション実例紹介
　講師：桂木恵（上田小県近現代史研究会事務局長）
11:00 近現代を捉える視点
　講師：小平千文（上田小県近現代史研究会会長）
（12:00 休憩）
13:00 『藤本蚕業歴史館アーカイブ』で藤本蚕業の資料を探る
13:30 近現代のキュレーション・ミニ実習「一次資料をして語らせる」
（14:20 休憩）
15:30 キュレーションをアウトプットする（d-commons.net マイサイト実習）
16:00 終了

【オンデマンド講座(当日の講座記録)】

▼①午前の部：藤本蚕業の一次資料＆近現代を捉える視点
　講師：前川道博＋桂木恵＋小平千文 110分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/tcc?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第２回]" title="実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第２回]" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=18944">実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第２回]</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=18944">実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第２回]
　藤本蚕業所蔵資料で近現代のキュレーション

【講座タイムテーブル】
10:00 一次資料を使ったキュレーションのいざない
10:15 キュレーション実例紹介
　講師：桂木恵（上田小県近現代史研究会事務局長）
11:00 近現代を捉える視点
　講師：小平千文（上田小県近現代史研究会会長）
（12:00 休憩）
13:00 『藤本蚕業歴史館アーカイブ』で藤本蚕業の資料を探る
13:30 近現代のキュレーション・ミニ実習「一次資料をして語らせる」
（14:20 休憩）
15:30 キュレーションをアウトプットする（d-commons.net マイサイト実習）
16:00 終了

【オンデマンド講座(当日の講座記録)】

▼①午前の部：藤本蚕業の一次資料＆近現代を捉える視点
　講師：前川道博＋桂木恵＋小平千文 110分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/tcc?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe></a></td><td class="date">2022-12-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=18917">64</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/018917_0023_003.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「藤本蚕業歴史館でオンライン講座実施2022/12/10」2/10、藤本蚕業プロジェクト主催/デジタルアーカイブ学会地域アーカイブ部会共催によるデジタルアーキビスト養成講座を実施しました。地元/館内の見学もオンラインで。藤本蚕業歴史館での講座がいきなり全国から受講できるのは我ながら素晴らしいと実感しました。リアルタイムだけでなく録画によるオンデマンドでの事後視聴も可能な形で実施。これからの講座形態は受講者の都合にも合わせたこの柔軟な形態がよい。ローカル環境、ローカル資源の全国活用を実践するよい機会ともなりました。

【講座資料】<a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=11761>https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=11761</a>"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/018917_0023_003.jpg" alt="藤本蚕業歴史館でオンライン講座実施2022/12/10" title="藤本蚕業歴史館でオンライン講座実施2022/12/10" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=18917">藤本蚕業歴史館でオンライン講座実施2022/12/10</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=18917">2/10、藤本蚕業プロジェクト主催/デジタルアーカイブ学会地域アーカイブ部会共催によるデジタルアーキビスト養成講座を実施しました。地元/館内の見学もオンラインで。藤本蚕業歴史館での講座がいきなり全国から受講できるのは我ながら素晴らしいと実感しました。リアルタイムだけでなく録画によるオンデマンドでの事後視聴も可能な形で実施。これからの講座形態は受講者の都合にも合わせたこの柔軟な形態がよい。ローカル環境、ローカル資源の全国活用を実践するよい機会ともなりました。

【講座資料】<a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=11761>https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=11761</a></a></td><td class="date">2022-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11761">65</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/616/011761.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第１回]」【講座タイムテーブル】
10:00　講座のねらいと概要／地域アーカイブの課題
10:20　受講者の自己紹介
10:30　藤本蚕業歴史館・概要
10:45　藤本蚕業・上塩尻ミニ見学
11:15　藤本蚕業歴史館・館内ミニ見学
11:40　近現代へのいざない：蚕種製造業と藤本蚕業
（12:00　休憩）
13:00　藤本蚕業歴史館史料目録と史料データ
13:30　デジタルコモンズサービスd-commons.netによるアーカイブ/学習支援
14:00　キュレーション型学習の進め方
（14:20　休憩）
14:30　受講者の皆さんが探求したいテーマ、Ｑ＆Ａ
15:30　次回に向けて：アドバイスや補足事項
16:00　終了

【オンデマンド講座】
▼午前の部
(1)講座のねらいと概要(前川道博)22分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/gMnvwigXOYE?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe> 
(2)藤本蚕業歴史館解説(佐藤修一氏)6分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/HE3kZEGp6vE?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
(3)上塩尻ミニ見学（佐藤家住宅・旧佐藤宗家"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第１回]" title="実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第１回]" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11761">実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第１回]</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11761">【講座タイムテーブル】
10:00　講座のねらいと概要／地域アーカイブの課題
10:20　受講者の自己紹介
10:30　藤本蚕業歴史館・概要
10:45　藤本蚕業・上塩尻ミニ見学
11:15　藤本蚕業歴史館・館内ミニ見学
11:40　近現代へのいざない：蚕種製造業と藤本蚕業
（12:00　休憩）
13:00　藤本蚕業歴史館史料目録と史料データ
13:30　デジタルコモンズサービスd-commons.netによるアーカイブ/学習支援
14:00　キュレーション型学習の進め方
（14:20　休憩）
14:30　受講者の皆さんが探求したいテーマ、Ｑ＆Ａ
15:30　次回に向けて：アドバイスや補足事項
16:00　終了

【オンデマンド講座】
▼午前の部
(1)講座のねらいと概要(前川道博)22分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/gMnvwigXOYE?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe> 
(2)藤本蚕業歴史館解説(佐藤修一氏)6分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/HE3kZEGp6vE?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
(3)上塩尻ミニ見学（佐藤家住宅・旧佐藤宗家</a></td><td class="date">2022-12-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11709">66</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/484/011709.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「桑の葉を上田名物へ（？）」養蚕業の名所となった上田ですが、近年は正直見向きもされないような産業です。そこで、上田でよく採れた桑の葉を用いてお茶やお菓子を作り、お土産として売り出そうという動きがあります。「みすゞ飴」などで有名な飯島商店は「桑の葉糖」というお菓子を、上田市観光協会では石鹸を作るなど、自地域の特色を十分に発揮した商品を売り出しています。上田駅などにもあるのでお土産にどうぞ。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/484/thumbnails/011709.png" alt="桑の葉を上田名物へ（？）" title="桑の葉を上田名物へ（？）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11709">桑の葉を上田名物へ（？）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11709">養蚕業の名所となった上田ですが、近年は正直見向きもされないような産業です。そこで、上田でよく採れた桑の葉を用いてお茶やお菓子を作り、お土産として売り出そうという動きがあります。「みすゞ飴」などで有名な飯島商店は「桑の葉糖」というお菓子を、上田市観光協会では石鹸を作るなど、自地域の特色を十分に発揮した商品を売り出しています。上田駅などにもあるのでお土産にどうぞ。</a></td><td class="date">2022-12-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11701">67</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/590/011701.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田東高校」この高校は長野県で2番目に古い歴史をもつ学校であり、小県蚕業学校として創立された学校です。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田東高校" title="上田東高校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11701">上田東高校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11701">この高校は長野県で2番目に古い歴史をもつ学校であり、小県蚕業学校として創立された学校です。</a></td><td class="date">2022-12-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11698">68</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/483/011698.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「経済を支えた高校」蚕種業で栄えた上田市の歴史ある高校です。
昔は小県蚕業高校として、多くの人材を排出しました。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/483/thumbnails/011698.jpg" alt="経済を支えた高校" title="経済を支えた高校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11698">経済を支えた高校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11698">蚕種業で栄えた上田市の歴史ある高校です。
昔は小県蚕業高校として、多くの人材を排出しました。</a></td><td class="date">2022-12-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11693">69</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/484/011693.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「養蚕業が作った大屋駅」今は街の中心となっている大屋駅ですが、その開業には養蚕がかかわっていました。
当時養蚕が盛んだった諏訪地域から東京へ生糸・蚕種を運ぶ際、元来は田中駅を利用していました。しかし、諏訪から田中に向かう道は険しく、長和町というところから峠道がありました。ここで、長和から丸子に向かい、大屋で列車に乗せるルートが考案され、大屋駅ができたのです。
その後大屋駅周辺は栄え、特急列車も止まるようになりました。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/484/thumbnails/011693.png" alt="養蚕業が作った大屋駅" title="養蚕業が作った大屋駅" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11693">養蚕業が作った大屋駅</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11693">今は街の中心となっている大屋駅ですが、その開業には養蚕がかかわっていました。
当時養蚕が盛んだった諏訪地域から東京へ生糸・蚕種を運ぶ際、元来は田中駅を利用していました。しかし、諏訪から田中に向かう道は険しく、長和町というところから峠道がありました。ここで、長和から丸子に向かい、大屋で列車に乗せるルートが考案され、大屋駅ができたのです。
その後大屋駅周辺は栄え、特急列車も止まるようになりました。</a></td><td class="date">2022-12-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11650">70</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州で養蚕が盛んなワケ」　なぜ長野県で養蚕が盛んになったのだろうか。
　蚕を育てるには桑の葉が必要だ。その桑を栽培するのに信州の山がちな土地は適していたのだ。日当たりがよく、水はけがよいという条件が揃っていたため桑の栽培が進み養蚕業の発展につながった。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="信州で養蚕が盛んなワケ" title="信州で養蚕が盛んなワケ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11650">信州で養蚕が盛んなワケ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11650">　なぜ長野県で養蚕が盛んになったのだろうか。
　蚕を育てるには桑の葉が必要だ。その桑を栽培するのに信州の山がちな土地は適していたのだ。日当たりがよく、水はけがよいという条件が揃っていたため桑の栽培が進み養蚕業の発展につながった。</a></td><td class="date">2022-12-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11645">71</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の養蚕」　他県よりずば抜けて養蚕が盛んだった長野県の中でも上田は特に養蚕業で栄えていた。
　それは、千曲川の恩恵によるものである。上田盆地は桑の栽培に適していただけでなく、年間降水量が少ないことで蚕の飼育にも適していた。上田は、蚕の餌となる桑の栽培にも、蚕の生育にも適した土地であるという要素が重なって生まれた”蚕都”なのである。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の養蚕" title="上田の養蚕" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11645">上田の養蚕</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11645">　他県よりずば抜けて養蚕が盛んだった長野県の中でも上田は特に養蚕業で栄えていた。
　それは、千曲川の恩恵によるものである。上田盆地は桑の栽培に適していただけでなく、年間降水量が少ないことで蚕の飼育にも適していた。上田は、蚕の餌となる桑の栽培にも、蚕の生育にも適した土地であるという要素が重なって生まれた”蚕都”なのである。</a></td><td class="date">2022-12-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11637">72</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/494/011637.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕種上田④　旧清水喜左衛門邸」今回は旧清水喜左衛門邸についてだ。
この住宅にも旧馬場藤四郎邸同様、瓦に家紋があり蔵もある。この近辺には家紋付きの家や蔵の県知育が多く見られ、改めて養蚕業による発展の規模を実感した。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕種上田④　旧清水喜左衛門邸" title="蚕種上田④　旧清水喜左衛門邸" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11637">蚕種上田④　旧清水喜左衛門邸</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11637">今回は旧清水喜左衛門邸についてだ。
この住宅にも旧馬場藤四郎邸同様、瓦に家紋があり蔵もある。この近辺には家紋付きの家や蔵の県知育が多く見られ、改めて養蚕業による発展の規模を実感した。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11635">73</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/529/011635.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「養蚕業が衰退した理由」日本の繭生産量は、今から約90年前1930年（昭和5年）の40万トンをピークに減少し、昭和40年代に持ち直しの傾向が見られたものの、2016年（平成28年）には約130トンまで落ち込んでしまいました。繭生産量の減少に伴う製糸業の衰退も著しく、昭和34年には1871工場あった国内製糸工場数は、平成26年にはわずか7工場を残すのみとなってしまいました。
日本の絹産業は、生糸の原料となる蚕の繭を作る養蚕農家から、生糸を作る製糸業者へ。そして絹織物業者へという流れから、おもに着物や帯などに加工・縫製されて小売される形になっている。
衰退した理由としては和装から洋装へ変化する「和装離れ」により需要そのものが減少したと考えられている。価格競争で中国などから低価格繭の流入や、後継者不足など社会構造の変化も考えられます。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="養蚕業が衰退した理由" title="養蚕業が衰退した理由" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11635">養蚕業が衰退した理由</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11635">日本の繭生産量は、今から約90年前1930年（昭和5年）の40万トンをピークに減少し、昭和40年代に持ち直しの傾向が見られたものの、2016年（平成28年）には約130トンまで落ち込んでしまいました。繭生産量の減少に伴う製糸業の衰退も著しく、昭和34年には1871工場あった国内製糸工場数は、平成26年にはわずか7工場を残すのみとなってしまいました。
日本の絹産業は、生糸の原料となる蚕の繭を作る養蚕農家から、生糸を作る製糸業者へ。そして絹織物業者へという流れから、おもに着物や帯などに加工・縫製されて小売される形になっている。
衰退した理由としては和装から洋装へ変化する「和装離れ」により需要そのものが減少したと考えられている。価格競争で中国などから低価格繭の流入や、後継者不足など社会構造の変化も考えられます。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11632">74</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/494/011632.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕種上田③　旧馬場藤四郎邸」今回は旧馬場藤四郎邸についてだ。
この住宅も養蚕業に関わっており、特徴的なのはこの住宅の瓦に家紋がついている点だ。また敷地内に蔵があることからも分かる通り、家がかなり発展していたことが分かる。このことから養蚕業を起点とし、栄えていたことが分かる。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕種上田③　旧馬場藤四郎邸" title="蚕種上田③　旧馬場藤四郎邸" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11632">蚕種上田③　旧馬場藤四郎邸</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11632">今回は旧馬場藤四郎邸についてだ。
この住宅も養蚕業に関わっており、特徴的なのはこの住宅の瓦に家紋がついている点だ。また敷地内に蔵があることからも分かる通り、家がかなり発展していたことが分かる。このことから養蚕業を起点とし、栄えていたことが分かる。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11626">75</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/494/011626.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕種上田①　藤本蚕業歴史館見学」「蚕種上田」の探求を行う。まず上田にある蚕業に関わってきた歴史的な建造物を見学し、魅力を見聞し、成果を報告する。
今回見学したのは藤本蚕業歴史館だ。この歴史館にはかつて上田で行われていた養蚕業に関する資料が多く保存されている。具体的な資料を見つけたい際にも資料概要が載せられている本があり、養蚕業の歴史を知りたい方にはもってこいな施設だ。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕種上田①　藤本蚕業歴史館見学" title="蚕種上田①　藤本蚕業歴史館見学" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11626">蚕種上田①　藤本蚕業歴史館見学</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11626">「蚕種上田」の探求を行う。まず上田にある蚕業に関わってきた歴史的な建造物を見学し、魅力を見聞し、成果を報告する。
今回見学したのは藤本蚕業歴史館だ。この歴史館にはかつて上田で行われていた養蚕業に関する資料が多く保存されている。具体的な資料を見つけたい際にも資料概要が載せられている本があり、養蚕業の歴史を知りたい方にはもってこいな施設だ。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11615">76</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/572/011615.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「振り返って」これまで上塩尻と桑折町における養蚕業について説明してきました。上塩尻では養蚕に関する情報がいくつも残されていましたが、桑折町には残されている遺産はほとんどなく、情報や文献が少ないように感じました。現地に赴くことでしか分からないこともあるので、帰省した際にはじっくり散策を行い、再確認したいと思います。

小学校中学年の頃に理科の授業の一環として蚕を飼育していたことや祖父母の家でも養蚕が営まれていたという話から「養蚕」というテーマには馴染みがありました。しかし、私自身地元のことであるのにも関わらず新たな発見がたくさんあり、視野を広げて興味を持ってみることの重要性を実感しました。地域産業の誇りとなった養蚕業の歴史を上塩尻での取り組みのように何らかの形で未来に繋いでいけるのが理想の形"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="振り返って" title="振り返って" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11615">振り返って</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11615">これまで上塩尻と桑折町における養蚕業について説明してきました。上塩尻では養蚕に関する情報がいくつも残されていましたが、桑折町には残されている遺産はほとんどなく、情報や文献が少ないように感じました。現地に赴くことでしか分からないこともあるので、帰省した際にはじっくり散策を行い、再確認したいと思います。

小学校中学年の頃に理科の授業の一環として蚕を飼育していたことや祖父母の家でも養蚕が営まれていたという話から「養蚕」というテーマには馴染みがありました。しかし、私自身地元のことであるのにも関わらず新たな発見がたくさんあり、視野を広げて興味を持ってみることの重要性を実感しました。地域産業の誇りとなった養蚕業の歴史を上塩尻での取り組みのように何らかの形で未来に繋いでいけるのが理想の形</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11612">77</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「養蚕に適した気候上田」上田は古くから養蚕業が栄えていました。かなり古い歴史を持つ上田の養蚕業は、世界に向けても、輸出され蚕の産地として名を轟かせました。上田は降水量が少なく、乾燥しているため、蚕が育てやすく、長野は傾斜地が多いため蚕の餌になる桑などを生育しやすいという有利になる利点がありました。具体的には、上田の年間の平均降水量は約900mmであり、日本の平均降水量は1718mmであり、上田は全国平均の約半分ほどであるということが分かります。また、傾斜か多いため果樹や桑を育てることに有利な条件である水はけが良いということもあり、上田は気候の面でも後押しされて養蚕業が栄えてた要因の一つは気候であると言えるでしょう。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="養蚕に適した気候上田" title="養蚕に適した気候上田" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11612">養蚕に適した気候上田</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11612">上田は古くから養蚕業が栄えていました。かなり古い歴史を持つ上田の養蚕業は、世界に向けても、輸出され蚕の産地として名を轟かせました。上田は降水量が少なく、乾燥しているため、蚕が育てやすく、長野は傾斜地が多いため蚕の餌になる桑などを生育しやすいという有利になる利点がありました。具体的には、上田の年間の平均降水量は約900mmであり、日本の平均降水量は1718mmであり、上田は全国平均の約半分ほどであるということが分かります。また、傾斜か多いため果樹や桑を育てることに有利な条件である水はけが良いということもあり、上田は気候の面でも後押しされて養蚕業が栄えてた要因の一つは気候であると言えるでしょう。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11605">78</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/582/011605.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田が蚕が有名な理由とは」上田は養蚕業が盛んです。理由として様々な要因があると思います。まずは、気候の面です。上田は蚕を育てやすい気候をしていると分かりました。また、上田の蚕が歴史を持っているだけではなくて、上田の蚕が世界を救っていると言うことも分かりました。
　さらに、養蚕業が盛んであったと分かる痕跡として、上田紬という織物もあります。上田紬という上田の地名がつくほどに栄えていたそうです。
　富岡製糸場が製糸工場としては有名ですが、上田にも今でも製糸場が残っています。これは、とても珍しく全国で見ても数カ所にしかありません。
　上田が蚕の都として有名であるのは、養蚕業が栄えていたことや、その痕跡が未だに残っていることが大きいと思いました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田が蚕が有名な理由とは" title="上田が蚕が有名な理由とは" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11605">上田が蚕が有名な理由とは</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11605">上田は養蚕業が盛んです。理由として様々な要因があると思います。まずは、気候の面です。上田は蚕を育てやすい気候をしていると分かりました。また、上田の蚕が歴史を持っているだけではなくて、上田の蚕が世界を救っていると言うことも分かりました。
　さらに、養蚕業が盛んであったと分かる痕跡として、上田紬という織物もあります。上田紬という上田の地名がつくほどに栄えていたそうです。
　富岡製糸場が製糸工場としては有名ですが、上田にも今でも製糸場が残っています。これは、とても珍しく全国で見ても数カ所にしかありません。
　上田が蚕の都として有名であるのは、養蚕業が栄えていたことや、その痕跡が未だに残っていることが大きいと思いました。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11589">79</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「桑折における養蚕業②」現在桑折町では製糸業は営まれていません。しかし、いくつか名残りのある場所を発見したのでそれについて述べていきます。

まず、桑折町における養蚕業①で触れた郡是製糸工場ですが平成15年に建物が解体された後、東日本大震災の災害公営住宅が建てられています。郡是製糸工場時代の面影は庭園の一角にある「多行松」のみになってしまいましたが、「桑折町蚕糸記念公園」と名を付け、養蚕業によって繫栄した歴史を伝え、町民や来訪者の交流の場になることを願って新たに公園として再生されました。また、桑折町の伊達崎と呼ばれる地区にはかつて養蚕家だった大きな家が見られる他、桑折町の本町通りにある商店街には繭を取り扱う問屋である蚕問屋が今でも残されています。そして、実際に私が通っていた醸芳中学校では校章に桑の葉が"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="桑折における養蚕業②" title="桑折における養蚕業②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11589">桑折における養蚕業②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11589">現在桑折町では製糸業は営まれていません。しかし、いくつか名残りのある場所を発見したのでそれについて述べていきます。

まず、桑折町における養蚕業①で触れた郡是製糸工場ですが平成15年に建物が解体された後、東日本大震災の災害公営住宅が建てられています。郡是製糸工場時代の面影は庭園の一角にある「多行松」のみになってしまいましたが、「桑折町蚕糸記念公園」と名を付け、養蚕業によって繫栄した歴史を伝え、町民や来訪者の交流の場になることを願って新たに公園として再生されました。また、桑折町の伊達崎と呼ばれる地区にはかつて養蚕家だった大きな家が見られる他、桑折町の本町通りにある商店街には繭を取り扱う問屋である蚕問屋が今でも残されています。そして、実際に私が通っていた醸芳中学校では校章に桑の葉が</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11588">80</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「桑折における養蚕業①」福島県の北側に位置する桑折町は現在毎年皇室に桃を献上することから献上桃の郷として知られていますが、実は古くから養蚕との関係が深い地域とされています。

養蚕には、蚕を育てて繭を出荷する養蚕業と蚕種の売買の二つがありますが、桑折町では江戸時代からそのどちらの生産も盛んでした。そのため、桑折町を含む伊達地方の蚕種（蚕の卵）は「奥州本場蚕種」として全国に販売され、輸出もされていました。その後、明治からの昭和初期にかけては製糸業が発展しました。昭和８年には郡是製糸工場が桑折町に建てられ、約500人の女性従業員を雇用すると共に工場内に「家政女学院」が設立されたことにより、女性に教育と労働の機会が与えられたといいます。昭和２２年には昭和天皇も視察として訪れ、記念として「蚕祖神」の記念碑の建設"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="桑折における養蚕業①" title="桑折における養蚕業①" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11588">桑折における養蚕業①</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11588">福島県の北側に位置する桑折町は現在毎年皇室に桃を献上することから献上桃の郷として知られていますが、実は古くから養蚕との関係が深い地域とされています。

養蚕には、蚕を育てて繭を出荷する養蚕業と蚕種の売買の二つがありますが、桑折町では江戸時代からそのどちらの生産も盛んでした。そのため、桑折町を含む伊達地方の蚕種（蚕の卵）は「奥州本場蚕種」として全国に販売され、輸出もされていました。その後、明治からの昭和初期にかけては製糸業が発展しました。昭和８年には郡是製糸工場が桑折町に建てられ、約500人の女性従業員を雇用すると共に工場内に「家政女学院」が設立されたことにより、女性に教育と労働の機会が与えられたといいます。昭和２２年には昭和天皇も視察として訪れ、記念として「蚕祖神」の記念碑の建設</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11585">81</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/572/011585.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上塩尻における養蚕業②」本来常田製糸場を訪れるつもりだったのですが閉館時間が過ぎてしまい、「手織り上田紬小岩井工房」に向かいました。西上田駅から国道のそばを通り、小道に入った先にありました。遅い時間に訪れたのにも関わらず、ご丁寧に案内してもらい、二階にある機織り機も見学させてもらいました。

上田紬は結城紬（茨城県結城市を中心）と大島紬（鹿児島県奄美大島の奄美市名瀬地区を中心）に並ぶ日本三大紬に選ばれており、丈夫かつしなやかで縦糸と横糸の重なりによって多様な柄や色合いを生み出すのが特徴とされています。


入ってすぐ左側には買い物ができるスペースがとられています。そこで様々な話をお聞きしましたが、中でも小岩井工房の方が考えられたという「りんご染め」の上田紬がとても興味深かったです。りんごの品種と媒染の"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上塩尻における養蚕業②" title="上塩尻における養蚕業②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11585">上塩尻における養蚕業②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11585">本来常田製糸場を訪れるつもりだったのですが閉館時間が過ぎてしまい、「手織り上田紬小岩井工房」に向かいました。西上田駅から国道のそばを通り、小道に入った先にありました。遅い時間に訪れたのにも関わらず、ご丁寧に案内してもらい、二階にある機織り機も見学させてもらいました。

上田紬は結城紬（茨城県結城市を中心）と大島紬（鹿児島県奄美大島の奄美市名瀬地区を中心）に並ぶ日本三大紬に選ばれており、丈夫かつしなやかで縦糸と横糸の重なりによって多様な柄や色合いを生み出すのが特徴とされています。


入ってすぐ左側には買い物ができるスペースがとられています。そこで様々な話をお聞きしましたが、中でも小岩井工房の方が考えられたという「りんご染め」の上田紬がとても興味深かったです。りんごの品種と媒染の</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11580">82</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/572/011580.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上塩尻における養蚕業①」上田駅からしなの鉄道で一駅の場所にある「西上田駅」。
「西上田駅」は1920年（大正９年）に塩尻区の養種家などの請願によって国鉄信越本線の「北塩尻駅」という名で開業されました。1956年（昭和31年）に現在の西上田駅に改称されています。


駅前には【まゆ浪漫】という上塩尻における養蚕業の名残りに触れられるような散策ルートと説明が書かれた大きな看板が設置されていました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上塩尻における養蚕業①" title="上塩尻における養蚕業①" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11580">上塩尻における養蚕業①</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11580">上田駅からしなの鉄道で一駅の場所にある「西上田駅」。
「西上田駅」は1920年（大正９年）に塩尻区の養種家などの請願によって国鉄信越本線の「北塩尻駅」という名で開業されました。1956年（昭和31年）に現在の西上田駅に改称されています。


駅前には【まゆ浪漫】という上塩尻における養蚕業の名残りに触れられるような散策ルートと説明が書かれた大きな看板が設置されていました。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11550">83</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「気候と養蚕業」上田市は年間降水量が1000mm未満であり、日本一晴れの日が多い街である。この気候は蚕の飼育に適しており、上田市は日本でも屈指の蚕の産地になった。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="気候と養蚕業" title="気候と養蚕業" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11550">気候と養蚕業</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11550">上田市は年間降水量が1000mm未満であり、日本一晴れの日が多い街である。この気候は蚕の飼育に適しており、上田市は日本でも屈指の蚕の産地になった。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11547">84</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の蚕業」長野県上田市では、かつては蚕業が盛んな地域であった。それを象徴するのが常田館製糸場である。この製糸場は明治33年創業の歴史ある建造物である。当時の養蚕業は日本の近代化の原動力であり、様々な箇所で利用されていた。この施設では、室温度、通風、乾燥などを整えることで、一年を通して平均的に生糸を生産することが可能となっていた。
木造5階建繭倉庫、鉄筋コンクリート5階建倉庫群などは、国指定重要文化財に指定されている。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の蚕業" title="上田の蚕業" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11547">上田の蚕業</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11547">長野県上田市では、かつては蚕業が盛んな地域であった。それを象徴するのが常田館製糸場である。この製糸場は明治33年創業の歴史ある建造物である。当時の養蚕業は日本の近代化の原動力であり、様々な箇所で利用されていた。この施設では、室温度、通風、乾燥などを整えることで、一年を通して平均的に生糸を生産することが可能となっていた。
木造5階建繭倉庫、鉄筋コンクリート5階建倉庫群などは、国指定重要文化財に指定されている。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11539">85</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/606/011539.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「生糸の活用案２」生糸を使用した商品をもっと広めるべきだと思います。

着物でなくとも、例えば着物カードケースなど手ごろなサイズで手にできるます。このようなものを上田で広めることができれば需要ももっと伸びるのではないでしょうか。
養蚕業の衰退はつまるところ需要の問題に行きつきます。供給が足りなくなればまた発展することができるはずです。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="生糸の活用案２" title="生糸の活用案２" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11539">生糸の活用案２</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11539">生糸を使用した商品をもっと広めるべきだと思います。

着物でなくとも、例えば着物カードケースなど手ごろなサイズで手にできるます。このようなものを上田で広めることができれば需要ももっと伸びるのではないでしょうか。
養蚕業の衰退はつまるところ需要の問題に行きつきます。供給が足りなくなればまた発展することができるはずです。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11527">86</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/550/011527.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田紬について」上田紬は結城・大島紬に並ぶ三大紬として江戸時代から称されていた。上田で蚕種の製造がはじまり、生糸にできなかったまゆ、くずまゆを紬の原料にしていた。良質であったため紬織りが盛んになったのだ。今回訪れたのは藤本さんである。こちらは上田東高校から近くの工房だ。浴衣なども織っていて現在も上田紬の魅力を発信している。私自身過去に小岩井公房さんで機織り体験をさせていただいた。とても難しく、職人の多大な労力を要するものであった。そこでお話を聞いたのが、上田紬を後世まで伝えていきたいが、職人不足が問題だとおっしゃっていた。上田にたくさんあった工房も今では２件である。一時期は日本の蚕業を支えていた蚕都上田がこのように衰退してきている。私たち学生が上田紬を使って何か発信できたらなと思う。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田紬について" title="上田紬について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11527">上田紬について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11527">上田紬は結城・大島紬に並ぶ三大紬として江戸時代から称されていた。上田で蚕種の製造がはじまり、生糸にできなかったまゆ、くずまゆを紬の原料にしていた。良質であったため紬織りが盛んになったのだ。今回訪れたのは藤本さんである。こちらは上田東高校から近くの工房だ。浴衣なども織っていて現在も上田紬の魅力を発信している。私自身過去に小岩井公房さんで機織り体験をさせていただいた。とても難しく、職人の多大な労力を要するものであった。そこでお話を聞いたのが、上田紬を後世まで伝えていきたいが、職人不足が問題だとおっしゃっていた。上田にたくさんあった工房も今では２件である。一時期は日本の蚕業を支えていた蚕都上田がこのように衰退してきている。私たち学生が上田紬を使って何か発信できたらなと思う。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11523">87</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/550/011523.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧小県蚕業学校(現上田東高校)」明治25年1892年に小県蚕業学校が蚕業学校として全国に先駆けて設立された。当時は上田町の丸堀の民家を校舎にして開校した。大正8年には皇太子様が来校されていることから当時でも注目されていた学校なのだと考えた。昭和19年12月9日に戦災によって本館の建物外10棟、1093坪を焼失してしまった。その後昭和21年以降、林業科、農業科、蚕業科を置いた上田農業学校となった。昭和35年には2度目の火災にあい、建物は全半焼、1237坪を焼失した。昭和37年には現在の名である長野県上田東高等学校となる。翌年昭和38年には蚕業科の生徒募集停止され、その後続々と農業科、林業科、家政科が廃止され、普通科のみの学校となった。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="旧小県蚕業学校(現上田東高校)" title="旧小県蚕業学校(現上田東高校)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11523">旧小県蚕業学校(現上田東高校)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11523">明治25年1892年に小県蚕業学校が蚕業学校として全国に先駆けて設立された。当時は上田町の丸堀の民家を校舎にして開校した。大正8年には皇太子様が来校されていることから当時でも注目されていた学校なのだと考えた。昭和19年12月9日に戦災によって本館の建物外10棟、1093坪を焼失してしまった。その後昭和21年以降、林業科、農業科、蚕業科を置いた上田農業学校となった。昭和35年には2度目の火災にあい、建物は全半焼、1237坪を焼失した。昭和37年には現在の名である長野県上田東高等学校となる。翌年昭和38年には蚕業科の生徒募集停止され、その後続々と農業科、林業科、家政科が廃止され、普通科のみの学校となった。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11516">88</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/570/011516.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都としての上田　ー常田館製糸場見学をうけてー」私は県外から進学してきました。養蚕と聞いて思い浮かぶのは、やはり富岡製糸場でした。
しかし、信州上田学の講義の中で、上田の蚕都としての歴史に触れ、現代に残る歴史を広くアピールする必要があると思いました。
養蚕業全盛期から、衰退してからの長野県の主要産業への流れや、背景にある気候や地域性などをアピールすると良いのではないかと感じました。
常田館製糸場を見学し、当時の人々に養蚕が身近なものであり、工夫の詰まった産業であったことを学びました。
後世へ伝えていくには、このようなデジタルアーカイブは特に重要な役割を果たしていくように感じます。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都としての上田　ー常田館製糸場見学をうけてー" title="蚕都としての上田　ー常田館製糸場見学をうけてー" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11516">蚕都としての上田　ー常田館製糸場見学をうけてー</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11516">私は県外から進学してきました。養蚕と聞いて思い浮かぶのは、やはり富岡製糸場でした。
しかし、信州上田学の講義の中で、上田の蚕都としての歴史に触れ、現代に残る歴史を広くアピールする必要があると思いました。
養蚕業全盛期から、衰退してからの長野県の主要産業への流れや、背景にある気候や地域性などをアピールすると良いのではないかと感じました。
常田館製糸場を見学し、当時の人々に養蚕が身近なものであり、工夫の詰まった産業であったことを学びました。
後世へ伝えていくには、このようなデジタルアーカイブは特に重要な役割を果たしていくように感じます。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11500">89</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/011500.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕種の里「上塩尻まちあるき」実施」11/26(土)、藤本蚕業プロジェクト主催による「蚕種の里『上塩尻』まちあるき」を実施しました。上塩尻のまちあるきはこれまで何度となく実施してきました。今回のまちあるきは「佐藤家住宅(三ツ引)」が国登録有形文化財に登録されて実質的に最初のまちあるきです。地元上塩尻の住民の方々を交えて参加者それぞれが途中途中解説をしながら、または参加者どうしで対話をしながら上塩尻をめぐりました。

13:00、藤本蚕業歴史館前に集合し、佐藤家住宅(三ツ引)、旧佐藤宗家の蚕室、旧佐藤宗家の屋敷跡、旧馬場邸(現原邸)、清水卓爾氏邸、清水邸(加賀の殿様が使った雪隠)などをめぐりました。いつものことながらまちあるきはまったり、道草くいのイベントともなり、この日も例外にもれず。地元の方々も改めて地元の歴史を感じられた様子でした。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/011500.jpg" alt="蚕種の里「上塩尻まちあるき」実施" title="蚕種の里「上塩尻まちあるき」実施" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11500">蚕種の里「上塩尻まちあるき」実施</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11500">11/26(土)、藤本蚕業プロジェクト主催による「蚕種の里『上塩尻』まちあるき」を実施しました。上塩尻のまちあるきはこれまで何度となく実施してきました。今回のまちあるきは「佐藤家住宅(三ツ引)」が国登録有形文化財に登録されて実質的に最初のまちあるきです。地元上塩尻の住民の方々を交えて参加者それぞれが途中途中解説をしながら、または参加者どうしで対話をしながら上塩尻をめぐりました。

13:00、藤本蚕業歴史館前に集合し、佐藤家住宅(三ツ引)、旧佐藤宗家の蚕室、旧佐藤宗家の屋敷跡、旧馬場邸(現原邸)、清水卓爾氏邸、清水邸(加賀の殿様が使った雪隠)などをめぐりました。いつものことながらまちあるきはまったり、道草くいのイベントともなり、この日も例外にもれず。地元の方々も改めて地元の歴史を感じられた様子でした。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11488">90</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の蚕業について⑤」常田館製糸場に行きました。飾ってあるクラフトの中には猫が多く「猫は蚕の神様です」という張り紙もあり、また、猫瓦というものも展示されていました。
上田の蚕業について記された記録には、「養蚕で恐ろしいことは、蚕が病気で死んでしまうことです。(中略)羽虫や鼠の防除にも配慮するよう注意しています。鼠は蚕を食べてしまうので、猫を飼ったり、猫の画を蚕室に貼ることも流行しました」(「上田市誌　近現代編(２)　蚕都上田の栄光」22ページ　上田市誌編さん委員会　平成15年3月1日信毎書籍印刷株式会社より)という記述があります。
公益社団法人　日本動物福祉協会のホームページでは、「【動物福祉】とは一言でいえば、『動物が精神的・肉体的に充分健康で、幸福であり、環境とも調和していること』です。」と紹介されています。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の蚕業について⑤" title="上田の蚕業について⑤" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11488">上田の蚕業について⑤</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11488">常田館製糸場に行きました。飾ってあるクラフトの中には猫が多く「猫は蚕の神様です」という張り紙もあり、また、猫瓦というものも展示されていました。
上田の蚕業について記された記録には、「養蚕で恐ろしいことは、蚕が病気で死んでしまうことです。(中略)羽虫や鼠の防除にも配慮するよう注意しています。鼠は蚕を食べてしまうので、猫を飼ったり、猫の画を蚕室に貼ることも流行しました」(「上田市誌　近現代編(２)　蚕都上田の栄光」22ページ　上田市誌編さん委員会　平成15年3月1日信毎書籍印刷株式会社より)という記述があります。
公益社団法人　日本動物福祉協会のホームページでは、「【動物福祉】とは一言でいえば、『動物が精神的・肉体的に充分健康で、幸福であり、環境とも調和していること』です。」と紹介されています。</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11487">91</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の蚕業について④」蚕業を行っていた頃の農家の主婦についても現在の社会の状況と重なる部分が多々あります。
女性の労働について記録された書籍(「人権の確立と女性のあゆみ」 (平成14年)編集者　上田市誌編さん委員会　発行者　上田市・上田市誌刊行会より)に載っている写真を見ると、家の一角のような場所で女性や子どもが写っていたり、女性が男性に交じって働く写真があったり、特定の性別や年齢で限らず、人々の生活に蚕業が根付いていたように思われます。特に女性の仕事は家事育児、給桑作業や農作業など多岐にわたるように見受けられました。
同誌によると、

「明治から大正期に蚕糸業が全盛であった上田地域では、多くの農家の主婦が蚕の世話に始まる農作業や家事に追われ、目の回る忙しさでした。乳幼児をかかえた母親たちも例外ではなく、重"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の蚕業について④" title="上田の蚕業について④" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11487">上田の蚕業について④</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11487">蚕業を行っていた頃の農家の主婦についても現在の社会の状況と重なる部分が多々あります。
女性の労働について記録された書籍(「人権の確立と女性のあゆみ」 (平成14年)編集者　上田市誌編さん委員会　発行者　上田市・上田市誌刊行会より)に載っている写真を見ると、家の一角のような場所で女性や子どもが写っていたり、女性が男性に交じって働く写真があったり、特定の性別や年齢で限らず、人々の生活に蚕業が根付いていたように思われます。特に女性の仕事は家事育児、給桑作業や農作業など多岐にわたるように見受けられました。
同誌によると、

「明治から大正期に蚕糸業が全盛であった上田地域では、多くの農家の主婦が蚕の世話に始まる農作業や家事に追われ、目の回る忙しさでした。乳幼児をかかえた母親たちも例外ではなく、重</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11486">92</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の蚕業について③」上田の蚕業について記された記録には、工女の消費活動についても以下のような記述があります。

工場の休日は日頃の長時間労働から解放された工女にとっては楽しいひとときで、小間物屋に寄って化粧品や小物を求めたり、呉服屋で普段着を買ったりしました。おやつの鯛焼きは工女に人気があり、休日や工場の開業前になると店先に行列ができるほどでした。(中略)常田館などのような大きな工場になると、呉服屋や小間物屋などが出張して郷里へのお土産を売りました。(「上田市誌　近現代編(２)　蚕都上田の栄光」135、136ページ上田市誌編さん委員会　平成15年3月1日信毎書籍印刷株式会社より)

既婚でもなく、子どもでもない、大人の労働者である工女たちの消費行動は羽振りが良いように感じられます。加えて、結婚前に、経済力と自由がある"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の蚕業について③" title="上田の蚕業について③" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11486">上田の蚕業について③</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11486">上田の蚕業について記された記録には、工女の消費活動についても以下のような記述があります。

工場の休日は日頃の長時間労働から解放された工女にとっては楽しいひとときで、小間物屋に寄って化粧品や小物を求めたり、呉服屋で普段着を買ったりしました。おやつの鯛焼きは工女に人気があり、休日や工場の開業前になると店先に行列ができるほどでした。(中略)常田館などのような大きな工場になると、呉服屋や小間物屋などが出張して郷里へのお土産を売りました。(「上田市誌　近現代編(２)　蚕都上田の栄光」135、136ページ上田市誌編さん委員会　平成15年3月1日信毎書籍印刷株式会社より)

既婚でもなく、子どもでもない、大人の労働者である工女たちの消費行動は羽振りが良いように感じられます。加えて、結婚前に、経済力と自由がある</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11485">93</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の蚕業について②」上田の蚕業について記した記録には、工女の労働待遇について以下のような記述があります。

糸引きは手の器用さが求められることから繰糸の仕事は主に女性が行い、製糸工場で働く人の9割以上は女性で、男性は1割にも満たなかったそうです。製糸工場が盛んになるにつれ労働力を確保するため各工場が工女募集に力を入れるようになり、金銭面の事情から、前貸し金を用意できる大きい工場が有利でした。工女の８割ほどは16～26歳の義務教育終了から結婚前の人たちだったため、勤続年数によって、針箱・鏡台・ちりめん羽織などが出され、長期勤続者になると結婚するときの嫁入り道具が揃うほどでした。工場では休日を利用して、花見や温泉へ連れて行ったり、工場が落語・浪花節・義太夫などを聞かせる慰安会をすることもありました。楽しいひ"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の蚕業について②" title="上田の蚕業について②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11485">上田の蚕業について②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11485">上田の蚕業について記した記録には、工女の労働待遇について以下のような記述があります。

糸引きは手の器用さが求められることから繰糸の仕事は主に女性が行い、製糸工場で働く人の9割以上は女性で、男性は1割にも満たなかったそうです。製糸工場が盛んになるにつれ労働力を確保するため各工場が工女募集に力を入れるようになり、金銭面の事情から、前貸し金を用意できる大きい工場が有利でした。工女の８割ほどは16～26歳の義務教育終了から結婚前の人たちだったため、勤続年数によって、針箱・鏡台・ちりめん羽織などが出され、長期勤続者になると結婚するときの嫁入り道具が揃うほどでした。工場では休日を利用して、花見や温泉へ連れて行ったり、工場が落語・浪花節・義太夫などを聞かせる慰安会をすることもありました。楽しいひ</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11484">94</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の蚕業について①」上田の蚕業の発展について記された書籍では、「町村誌をみると、『男、農桑を業とす、農隙養蚕、山稼をなす、。女、養蚕をなす。余間生糸及び縫織をなす。』とあるように、上田地方では桑が稲作に次ぐ重要な作物であり、男女とも養蚕を手掛け、」(「上田市誌　近現代編(２)　蚕都上田の栄光」37ページ上田市誌編さん委員会　平成15年3月1日信毎書籍印刷株式会社より抜粋)と述べられています。そのことから、男女が同じ事柄について役割分担を行い、分業して働いていたことがうかがえます。また、上田の女性の人権の確立について記録された書籍によると、江戸時代は仕事の線引きはあまりなく、必要とあれば一家が協力して家を回すという文化だったとのことです(「人権の確立と女性のあゆみ」134ページ(平成14年)編集者　上田市誌編さん委員会"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の蚕業について①" title="上田の蚕業について①" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11484">上田の蚕業について①</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11484">上田の蚕業の発展について記された書籍では、「町村誌をみると、『男、農桑を業とす、農隙養蚕、山稼をなす、。女、養蚕をなす。余間生糸及び縫織をなす。』とあるように、上田地方では桑が稲作に次ぐ重要な作物であり、男女とも養蚕を手掛け、」(「上田市誌　近現代編(２)　蚕都上田の栄光」37ページ上田市誌編さん委員会　平成15年3月1日信毎書籍印刷株式会社より抜粋)と述べられています。そのことから、男女が同じ事柄について役割分担を行い、分業して働いていたことがうかがえます。また、上田の女性の人権の確立について記録された書籍によると、江戸時代は仕事の線引きはあまりなく、必要とあれば一家が協力して家を回すという文化だったとのことです(「人権の確立と女性のあゆみ」134ページ(平成14年)編集者　上田市誌編さん委員会</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11409">95</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/532/011409.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧小県蚕業学校（上田東高校）」旧小県蚕業学校は1892（明治25）年に設立されました。現在の上田東高校の敷地に移転しました。養蚕教師の養成のために建てられた施設です。全国から生徒が集まっていました。1944（昭和19）年に米軍による爆撃を受けて炎上しました。今でもその痕跡が残っています。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="旧小県蚕業学校（上田東高校）" title="旧小県蚕業学校（上田東高校）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11409">旧小県蚕業学校（上田東高校）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11409">旧小県蚕業学校は1892（明治25）年に設立されました。現在の上田東高校の敷地に移転しました。養蚕教師の養成のために建てられた施設です。全国から生徒が集まっていました。1944（昭和19）年に米軍による爆撃を受けて炎上しました。今でもその痕跡が残っています。</a></td><td class="date">2022-11-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11402">96</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/571/011402.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場見学まとめ」常田館製糸場を見学させて頂いて改めて、蚕糸業、製糸業について興味を持つことができました。常田館製糸場の施設15棟のうち7棟は重要文化財、他の施設は上田市指定文化財に指定されており、貴重な建物であることが感じられました。
分かったこととして、建物の至る所に繭を守るための工夫がされていると感じました。その中でも国内唯一の木造五階繭倉庫は存在感があり、繭を守るため扉が四重になっているそうです。長い歴史の中で最善の工夫がされてきたから、ここまで建物が残り、製糸業が続いているのだと思いました。そして養蚕業、製糸業が上田の発展を支えてきたのだと感じました。
今回は予約をとっていなかったので、五階繭倉庫の中は見学することはできませんでしたが、団体で見学する際は予約をとって、ガイドをしてもらい、"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田館製糸場見学まとめ" title="常田館製糸場見学まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11402">常田館製糸場見学まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11402">常田館製糸場を見学させて頂いて改めて、蚕糸業、製糸業について興味を持つことができました。常田館製糸場の施設15棟のうち7棟は重要文化財、他の施設は上田市指定文化財に指定されており、貴重な建物であることが感じられました。
分かったこととして、建物の至る所に繭を守るための工夫がされていると感じました。その中でも国内唯一の木造五階繭倉庫は存在感があり、繭を守るため扉が四重になっているそうです。長い歴史の中で最善の工夫がされてきたから、ここまで建物が残り、製糸業が続いているのだと思いました。そして養蚕業、製糸業が上田の発展を支えてきたのだと感じました。
今回は予約をとっていなかったので、五階繭倉庫の中は見学することはできませんでしたが、団体で見学する際は予約をとって、ガイドをしてもらい、</a></td><td class="date">2022-11-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11379">97</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/526/011379.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「みすゞ飴店舗」土蔵は明治27年に建てられた繭蔵です。上田駅から出荷される蚕の繭を一時的に集積されるために建てられました。当時多くあった繭蔵は、やがて蚕業の衰えと共に壊されてしまいました。蚕都だった当時の上田を伝える貴重な産業遺産として今も大切に保存されています。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="みすゞ飴店舗" title="みすゞ飴店舗" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11379">みすゞ飴店舗</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11379">土蔵は明治27年に建てられた繭蔵です。上田駅から出荷される蚕の繭を一時的に集積されるために建てられました。当時多くあった繭蔵は、やがて蚕業の衰えと共に壊されてしまいました。蚕都だった当時の上田を伝える貴重な産業遺産として今も大切に保存されています。</a></td><td class="date">2022-11-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11369">98</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/494/011369.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中間まとめ」上田に触れて感じたことは二つあった。自分が感じていた以上に「良い街」だったことと直接見てみなければわからないような魅力があったことだ。僕は探検の内容を決める際、パンフレットを参考にルートを決めたのだが正直上田市の魅力に対して、半信半疑なところが大きかった。しかし実際に足を運んでみると、昔ながらの街並みや上田の歴史を感じられる場所が多くあった。特に上田地域の凄みを感じたのは残されている歴史資料の多さだ。僕が住んでいた地域ではここまで多くの資料は存在していなかったと思います。上田市公文書館やマルチメディアセンターなど、資料を補完する施設が多くあり、ほかの地域と比べて歴史的な魅力が特に多いと感じた。具体的には養蚕業や地域に伝わる郷土料理、政治に関する文献などが残っており、特に養蚕"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="中間まとめ" title="中間まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11369">中間まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11369">上田に触れて感じたことは二つあった。自分が感じていた以上に「良い街」だったことと直接見てみなければわからないような魅力があったことだ。僕は探検の内容を決める際、パンフレットを参考にルートを決めたのだが正直上田市の魅力に対して、半信半疑なところが大きかった。しかし実際に足を運んでみると、昔ながらの街並みや上田の歴史を感じられる場所が多くあった。特に上田地域の凄みを感じたのは残されている歴史資料の多さだ。僕が住んでいた地域ではここまで多くの資料は存在していなかったと思います。上田市公文書館やマルチメディアセンターなど、資料を補完する施設が多くあり、ほかの地域と比べて歴史的な魅力が特に多いと感じた。具体的には養蚕業や地域に伝わる郷土料理、政治に関する文献などが残っており、特に養蚕</a></td><td class="date">2022-11-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11355">99</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/164/011355.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小諸・上塩尻・その他地域における活動中間報告」小諸・上塩尻・その他地域における後期の活動について述べています。
具体的な内容としては、小諸では講演会の参加やそのYouTube撮影・投稿を行い、上塩尻では藤本蚕業歴史館資料のデジタル化、その他地域では神川小学校のデジタルマップを利用した学習支援や上田自由大学シンポジウム及びキモノマルシェの参加について書いています。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/164/thumbnails/011355.jpg" alt="小諸・上塩尻・その他地域における活動中間報告" title="小諸・上塩尻・その他地域における活動中間報告" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11355">小諸・上塩尻・その他地域における活動中間報告</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11355">小諸・上塩尻・その他地域における後期の活動について述べています。
具体的な内容としては、小諸では講演会の参加やそのYouTube撮影・投稿を行い、上塩尻では藤本蚕業歴史館資料のデジタル化、その他地域では神川小学校のデジタルマップを利用した学習支援や上田自由大学シンポジウム及びキモノマルシェの参加について書いています。</a></td><td class="date">2022-11-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11334">100</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/606/011334.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田で養蚕はなぜ始まったのか。」養蚕のこれからを考えていくとき、過去を振り返ることはとても大切なことです。今回では上田で養蚕がどのようにして始まっていったのかを振り返ります。

年間降水量が1000ミリ以下の上田地域は長野県内でもとりわけ蚕の飼育に適しています。全国的にみてもこれほど降水量が少ない土地はそうありません。養蚕業をするには輸出がしやすい海辺の方がコストがかかりませんが、どうしても降水量は多くなります。
そういった理由も一部あり長野が養蚕の名産になったのです。
また、上田の養蚕の始まりは寛文の時代に藤本善右衛門家によってはじめられたとされています。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田で養蚕はなぜ始まったのか。" title="上田で養蚕はなぜ始まったのか。" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11334">上田で養蚕はなぜ始まったのか。</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11334">養蚕のこれからを考えていくとき、過去を振り返ることはとても大切なことです。今回では上田で養蚕がどのようにして始まっていったのかを振り返ります。

年間降水量が1000ミリ以下の上田地域は長野県内でもとりわけ蚕の飼育に適しています。全国的にみてもこれほど降水量が少ない土地はそうありません。養蚕業をするには輸出がしやすい海辺の方がコストがかかりませんが、どうしても降水量は多くなります。
そういった理由も一部あり長野が養蚕の名産になったのです。
また、上田の養蚕の始まりは寛文の時代に藤本善右衛門家によってはじめられたとされています。</a></td><td class="date">2022-11-18</td></tr></table><div class="pagenavi">  <a class="arrow" title="Page 1" href="?c=&t=&s=蚕業&all=&n=&r=&v=1">≪</a>  <span class="current">1</span>  <a class="page" title="Page 2" href="?c=&t=&s=蚕業&all=&n=&r=&v=2">2</a>  <a class="arrow" title="Page 2" href="?c=&t=&s=蚕業&all=&n=&r=&v=2">≫</a></div></div>
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	$('[data-fancybox]').fancybox({
		// オプションを下記に記載していきます
		infobar : true,
	});
});
</script>



  <script type="text/javascript">
	var map;
	var marker = [];
	var geocoder;

	var infoWindow = [];
	var markerData = [ // マーカーを立てる場所名・緯度・経度

					  {
					id: '127055',
					name: '丸子の蚕業を支えた鉄道',
					lat: 36.321668229417796,
					lng: 138.27296254639623,
					contents: '<a href="?c=&p=127055">丸子の蚕業を支えた鉄道</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127051',
					name: '北本原駅と駅前食堂',
					lat: 36.43707960724082,
					lng: 138.30237865447998,
					contents: '<a href="?c=&p=127051">北本原駅と駅前食堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127048',
					name: '公園前駅',
					lat: 36.40295413882564,
					lng: 138.24682474136353,
					contents: '<a href="?c=&p=127048">公園前駅</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126915',
					name: '蚕都上田　常田館製糸所　煙突',
					lat: 36.39378944436183,
					lng: 138.25502157211304,
					contents: '<a href="?c=&p=126915">蚕都上田　常田館製糸所　煙突</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126913',
					name: '蚕都上田　常田館製糸所　食堂',
					lat: 36.39378944436183,
					lng: 138.25502157211304,
					contents: '<a href="?c=&p=126913">蚕都上田　常田館製糸所　食堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126805',
					name: 'イナゴ',
					lat: 36.383826875901065,
					lng: 138.2195895910263,
					contents: '<a href="?c=&p=126805">イナゴ</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125470',
					name: '初めて見る1929年上田市の航空写真！',
					lat: 36.40109841230026,
					lng: 138.24914563377922,
					contents: '<a href="?c=&p=125470">初めて見る1929年上田市の航空写真！</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125469',
					name: '藤本蚕業/史料を見合おう会10/22',
					lat: 36.417436254195515,
					lng: 138.21646213531494,
					contents: '<a href="?c=&p=125469">藤本蚕業/史料を見合おう会10/22</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125326',
					name: '竹中丈二／藤本蚕業史料の魅力@キモノマルシェ2023',
					lat: 36.41742076406465,
					lng: 138.21658925324456,
					contents: '<a href="?c=&p=125326">竹中丈二／藤本蚕業史料の魅力@キモノマルシェ2023</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125325',
					name: '久保山遥／藤本蚕業社員日誌@キモノマルシェ2023',
					lat: 36.417436254195515,
					lng: 138.21646213531494,
					contents: '<a href="?c=&p=125325">久保山遥／藤本蚕業社員日誌@キモノマルシェ2023</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55372',
					name: '現役の蚕種製造企業：上田蚕種株式会社',
					lat: 36.394668179222435,
					lng: 138.26089292764664,
					contents: '<a href="?c=&p=55372">現役の蚕種製造企業：上田蚕種株式会社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '54626',
					name: '実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座',
					lat: 36.417413425516024,
					lng: 138.21664637855625,
					contents: '<a href="?c=&p=54626">実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座</a>'
			 }, 
					  {
					id: '54168',
					name: '名工の社殿と養蚕農家　～上田市下堀地区～',
					lat: 36.3809117087476,
					lng: 138.2677459716797,
					contents: '<a href="?c=&p=54168">名工の社殿と養蚕農家　～上田市下堀地区～</a>'
			 }, 
					  {
					id: '18944',
					name: '実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第２回]',
					lat: 36.417436254195515,
					lng: 138.21646481752396,
					contents: '<a href="?c=&p=18944">実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第２回]</a>'
			 }, 
					  {
					id: '18917',
					name: '藤本蚕業歴史館でオンライン講座実施2022/12/10',
					lat: 36.41744488783072,
					lng: 138.21647822856903,
					contents: '<a href="?c=&p=18917">藤本蚕業歴史館でオンライン講座実施2022/12/10</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11709',
					name: '桑の葉を上田名物へ（？）',
					lat: 36.398066436266824,
					lng: 138.25027272105217,
					contents: '<a href="?c=&p=11709">桑の葉を上田名物へ（？）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11693',
					name: '養蚕業が作った大屋駅',
					lat: 36.369684959685706,
					lng: 138.2967017057552,
					contents: '<a href="?c=&p=11693">養蚕業が作った大屋駅</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11580',
					name: '上塩尻における養蚕業①',
					lat: 36.41730390087524,
					lng: 138.2085652311149,
					contents: '<a href="?c=&p=11580">上塩尻における養蚕業①</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11500',
					name: '蚕種の里「上塩尻まちあるき」実施',
					lat: 36.41812466576407,
					lng: 138.21637894642348,
					contents: '<a href="?c=&p=11500">蚕種の里「上塩尻まちあるき」実施</a>'
			 }, 
			];
	
	function initMap() {
		var lat = 36.248519;
		var lng = 138.479130;
		var map = new google.maps.Map(
			document.getElementById("area_map"),{
			center : new google.maps.LatLng(36.36938157697832,138.2236108244976),
			mapTypeId : google.maps.MapTypeId.ROADMAP,
			zoom : 13,
			}
		);

		// マーカー毎の処理
		for (var i = 0; i < markerData.length; i++) {
			markerLatLng = new google.maps.LatLng({lat: markerData[i]['lat'], lng: markerData[i]['lng']}); // 緯度経度のデータ作成
			marker[i] = new google.maps.Marker({ // マーカーの追加
				position: markerLatLng, // マーカーを立てる位置を指定
				map: map, // マーカーを立てる地図を指定
				icon: new google.maps.MarkerImage(markerData[i]['icon_url'],
					new google.maps.Size(12, 20),    //マーカー画像のサイズ
					new google.maps.Point(0,0),     //位置（0,0で固定）
				),
			});
			infoWindow[i] = new google.maps.InfoWindow({ // 吹き出しの追加
				content: markerData[i]['contents'] // 吹き出しに表示する内容
			});
			markerEvent(i); // マーカーにクリックイベントを追加
		}

					// 範囲内に収める
			var minX = marker[0].getPosition().lng();
			var minY = marker[0].getPosition().lat();
			var maxX = marker[0].getPosition().lng();;
			var maxY = marker[0].getPosition().lat();;
			for(var i=0; i<100; i++){
				var lt = marker[i].getPosition().lat();
				var lg = marker[i].getPosition().lng();
				if (lg <= minX){ minX = lg; }
				if (lg > maxX){ maxX = lg; }
				if (lt <= minY){ minY = lt; }
				if (lt > maxY){ maxY = lt; }
			}
			var sw = new google.maps.LatLng(maxY, minX);
			var ne = new google.maps.LatLng(minY, maxX);
			var bounds = new google.maps.LatLngBounds(sw, ne);
			map.fitBounds(bounds);
		
	}
	
	// マーカーにクリックイベントを追加
	function markerEvent(i) {
		marker[i].addListener('click', function() { // マーカーをクリックしたとき
		  infoWindow[i].open(map, marker[i]); // 吹き出しの表示
	  });
	}

    </script>
	

<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?callback=initMap&key=AIzaSyBhqzSeKQ-C1uEpCbAToDZcqi7fXN6qAyg&language=ja" charset="utf-8"></script>


