<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 />
<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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上田城跡のお城下、ハローワークの近くの沿道に「誰もが豊かに生きる　『生涯学習のまち うえだ』をめざして　平成12年12月18日議決宣言　上田市・上田市教育委員会」と書かれた横断幕が掲げられていました。

上田市で生涯学習が盛んなことはその後に知ることになりましたが、こういう宣言文がどのような意味や効果をもたらすだろうかということは、この横断幕を見た時に抱いた疑問でした。社会教育が盛んではありましたが。「生涯学習のまち うえだ」はその後特段聴くことがありませんでした。どうしたのだろうという疑問。
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上田城跡のお城下、ハローワークの近くの沿道に「誰もが豊かに生きる　『生涯学習のまち うえだ』をめざして　平成12年12月18日議決宣言　上田市・上田市教育委員会」と書かれた横断幕が掲げられていました。

上田市で生涯学習が盛んなことはその後に知ることになりましたが、こういう宣言文がどのような意味や効果をもたらすだろうかということは、この横断幕を見た時に抱いた疑問でした。社会教育が盛んではありましたが。「生涯学習のまち うえだ」はその後特段聴くことがありませんでした。どうしたのだろうという疑問。

「議決宣言」。行政の意気込みがこの横断幕になったものと思います。平成12年と書かれていますので、議決宣言をしたのは2000年のこと。この時は2005年、それから5年経過しています。文科省のホー</a></td><td class="date">2024-02-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127193">2</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/239/127193.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州上田学2023／地域キュレーションVol.1」長野大学講義科目「信州上田学」(2023年度後期)を受講した学生たち(主に新入生が対象、3学部横断)の「地域キュレーション」(地域を探究しアウトプットする学び)のアウトカム集です。講義内容は「<a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=1245&p=125538>信州上田学2023①～④地域キュレーション</a>」をご参照ください。

「<a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=1245&p=126964>学生による地域キュレーション2023(信州上田学A受講生)</a>」それぞれのマイテーマにリンクしています。[ <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=127193>Vol.1</a> | <a href=>Vol.2</a> ]

<hr>　No. <b>ニックネーム／探究テーマ</b>
　　　探究のねらい

<ol><li><a href=https://d-commons.net/uedagaku/kobuta12?t=464 target=_blank><b>こぶた／別所を盛り上げるには</b></a><br>サークルの関係で別所に行く機会が多々あるが、別所の魅力にまだ自分自身"><img src="https://d-commons.info/upload/4/239/thumbnails/127193.jpg" alt="信州上田学2023／地域キュレーションVol.1" title="信州上田学2023／地域キュレーションVol.1" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127193">信州上田学2023／地域キュレーションVol.1</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127193">長野大学講義科目「信州上田学」(2023年度後期)を受講した学生たち(主に新入生が対象、3学部横断)の「地域キュレーション」(地域を探究しアウトプットする学び)のアウトカム集です。講義内容は「<a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=1245&p=125538>信州上田学2023①～④地域キュレーション</a>」をご参照ください。

「<a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=1245&p=126964>学生による地域キュレーション2023(信州上田学A受講生)</a>」それぞれのマイテーマにリンクしています。[ <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=127193>Vol.1</a> | <a href=>Vol.2</a> ]

<hr>　No. <b>ニックネーム／探究テーマ</b>
　　　探究のねらい

<ol><li><a href=https://d-commons.net/uedagaku/kobuta12?t=464 target=_blank><b>こぶた／別所を盛り上げるには</b></a><br>サークルの関係で別所に行く機会が多々あるが、別所の魅力にまだ自分自身</a></td><td class="date">2024-02-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127189">3</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/127189.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧長野病院(信州上田医療センター)2005/05/17」2005/05/17の記録。
旧国立長野病院が上田市にあったことが人々の記憶からも遠ざかっています。長野病院が2011年、旧国立東信病院を統合し「信州上田医療センター」に改称しました。現在の施設自体は2005年当時と殆ど変わりませんが、名称が変わりました。病院名がシンプルで一度聴いたら忘れません。「信州上田～」は少し長く覚えにくいのは否めません。建物に記された「長野病院」のシンプルな病院名をご確認ください。

参考資料：信州上田医療センター
https://shinshuueda.hosp.go.jp/
　Wikipedia／国立病院機構信州上田医療センター
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%97%85%E9%99%A2%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E4%B8%8A%E7%94%B0%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127189.jpg" alt="旧長野病院(信州上田医療センター)2005/05/17" title="旧長野病院(信州上田医療センター)2005/05/17" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127189">旧長野病院(信州上田医療センター)2005/05/17</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127189">2005/05/17の記録。
旧国立長野病院が上田市にあったことが人々の記憶からも遠ざかっています。長野病院が2011年、旧国立東信病院を統合し「信州上田医療センター」に改称しました。現在の施設自体は2005年当時と殆ど変わりませんが、名称が変わりました。病院名がシンプルで一度聴いたら忘れません。「信州上田～」は少し長く覚えにくいのは否めません。建物に記された「長野病院」のシンプルな病院名をご確認ください。

参考資料：信州上田医療センター
https://shinshuueda.hosp.go.jp/
　Wikipedia／国立病院機構信州上田医療センター
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%97%85%E9%99%A2%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E4%B8%8A%E7%94%B0%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC</a></td><td class="date">2024-02-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127187">4</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/127187.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「聖高原リフト＆三峰山2008/05/06」2008/05/06の記録。
長野県東筑摩郡麻績村にある聖高原を訪れ、聖高原リフトに乗って三峰(峯)山頂の展望台に行ってみました。三峰山(みつみねさん)は標高1,131メートルとのこと。下界がすでに数百メールの高い標高にあり、山がそれほど高いとは思えません。展望台に上がってみて何より驚いたことはその眺望の素晴らしさです。先ほど姨捨駅周辺から見下ろす景観の素晴らしさを堪能したばかりですが、三峰山展望台はさらに標高が高く360度の景観が一望できます。これは素晴らしい！　異色の隠れ観光地です。

参考資料：麻績村観光サイト
https://www.vill.omi.nagano.jp/kanko/guide/view/kanko211.html"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127187.jpg" alt="聖高原リフト＆三峰山2008/05/06" title="聖高原リフト＆三峰山2008/05/06" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127187">聖高原リフト＆三峰山2008/05/06</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127187">2008/05/06の記録。
長野県東筑摩郡麻績村にある聖高原を訪れ、聖高原リフトに乗って三峰(峯)山頂の展望台に行ってみました。三峰山(みつみねさん)は標高1,131メートルとのこと。下界がすでに数百メールの高い標高にあり、山がそれほど高いとは思えません。展望台に上がってみて何より驚いたことはその眺望の素晴らしさです。先ほど姨捨駅周辺から見下ろす景観の素晴らしさを堪能したばかりですが、三峰山展望台はさらに標高が高く360度の景観が一望できます。これは素晴らしい！　異色の隠れ観光地です。

参考資料：麻績村観光サイト
https://www.vill.omi.nagano.jp/kanko/guide/view/kanko211.html</a></td><td class="date">2024-02-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127186">5</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/127186.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「聖博物館・航空資料館2008/05/06」2008/05/06の記録。
施設内の説明によると聖博物館は1965年に建設され、民俗資料等1300点が展示されています。航空資料館は麻績小学校の旧校舎を1971年に移築復元したものということです。麻績村の小さな博物館に航空機が展示されていることが唐突で面白い。2008年に訪れた時点で既に開館から37年が経過し、展示形態が旧態化した印象は否めませんでした。社会の価値観の変容、デジタル社会への変容などにより、麻績村の地域資料が数多く保存された貴重な施設であると同時に、地域や歴史を学習する博物館施設のあり方も見直されてよい。児童生徒が教室からこれらの展示にアクセスできたら、どれほど地域学習に役立つことかと思います。

Wikipediaによると2012年にリニューアルされたとのこと。現地を訪れ、時の経過の意味を感じてみたいと思います"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127186.jpg" alt="聖博物館・航空資料館2008/05/06" title="聖博物館・航空資料館2008/05/06" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127186">聖博物館・航空資料館2008/05/06</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127186">2008/05/06の記録。
施設内の説明によると聖博物館は1965年に建設され、民俗資料等1300点が展示されています。航空資料館は麻績小学校の旧校舎を1971年に移築復元したものということです。麻績村の小さな博物館に航空機が展示されていることが唐突で面白い。2008年に訪れた時点で既に開館から37年が経過し、展示形態が旧態化した印象は否めませんでした。社会の価値観の変容、デジタル社会への変容などにより、麻績村の地域資料が数多く保存された貴重な施設であると同時に、地域や歴史を学習する博物館施設のあり方も見直されてよい。児童生徒が教室からこれらの展示にアクセスできたら、どれほど地域学習に役立つことかと思います。

Wikipediaによると2012年にリニューアルされたとのこと。現地を訪れ、時の経過の意味を感じてみたいと思います</a></td><td class="date">2024-02-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127165">6</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/741/127165.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「北向観音堂、本堂」別所温泉に位置する北向観音堂は、本堂が北に向いた全国でも非常に珍しい寺である。平安時代初期、最澄から天台宗を受け継いで比叡山延暦寺の座主となった円仁によって開かれた。山を背に構える別所温泉は信州最古の温泉地と言われており、現在も観音様への参拝前に体を清める手水舎には、別所温泉で湧き出た源泉が用いられている。また、北を向いて建てられた本堂は、南向きに建てられた善光寺の本堂と向かい合っている。現世利益を願う北向観音堂と極楽往生を願う善光寺の両方を参拝することが推奨されている。実際に訪れてみると、あちこちで湯煙が上がり、その奥には上田の市街地が一望できたのが印象的である。しかし、人気（ひとけ）はほとんどなく、かつての賑わいを感じることはできなかった。観光客に向けて、全国的に希少価"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="北向観音堂、本堂" title="北向観音堂、本堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127165">北向観音堂、本堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127165">別所温泉に位置する北向観音堂は、本堂が北に向いた全国でも非常に珍しい寺である。平安時代初期、最澄から天台宗を受け継いで比叡山延暦寺の座主となった円仁によって開かれた。山を背に構える別所温泉は信州最古の温泉地と言われており、現在も観音様への参拝前に体を清める手水舎には、別所温泉で湧き出た源泉が用いられている。また、北を向いて建てられた本堂は、南向きに建てられた善光寺の本堂と向かい合っている。現世利益を願う北向観音堂と極楽往生を願う善光寺の両方を参拝することが推奨されている。実際に訪れてみると、あちこちで湯煙が上がり、その奥には上田の市街地が一望できたのが印象的である。しかし、人気（ひとけ）はほとんどなく、かつての賑わいを感じることはできなかった。観光客に向けて、全国的に希少価</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127123">7</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/127123.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「聖高原2008/05/06」2008/05/06の記録。
長野県麻績村にある聖高原。聖山の下に聖湖があり、その周辺が観光スポットになっています。Wikipediaによると、「村有地の所有権を土地利用者に譲渡・売却することなく、地上権のみ提供して、個人や法人の別荘用地として提供する方式」とのこと。へえ～、と参考になります。かつてリゾートスポットとして人気を集めた観光地ながら、観光ニーズの変化により訪れる人が少なくなった感は否めません。ゴールデンウィークに訪れてもこのようにゆったりと過ごすことができます。


参考資料：Wikipedia／聖高原
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E9%AB%98%E5%8E%9F"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127123.jpg" alt="聖高原2008/05/06" title="聖高原2008/05/06" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127123">聖高原2008/05/06</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127123">2008/05/06の記録。
長野県麻績村にある聖高原。聖山の下に聖湖があり、その周辺が観光スポットになっています。Wikipediaによると、「村有地の所有権を土地利用者に譲渡・売却することなく、地上権のみ提供して、個人や法人の別荘用地として提供する方式」とのこと。へえ～、と参考になります。かつてリゾートスポットとして人気を集めた観光地ながら、観光ニーズの変化により訪れる人が少なくなった感は否めません。ゴールデンウィークに訪れてもこのようにゆったりと過ごすことができます。


参考資料：Wikipedia／聖高原
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E9%AB%98%E5%8E%9F</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127121">8</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/127121.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「姨捨駅2008/05/06」2008/05/06の記録。
JR篠ノ井線の姨捨(おばすて)駅。Wikipediaによると姨捨駅が開業したのは1900年とのこと。「田毎の月」で知られれる姨捨の棚田が眼下に広がり、姨捨駅からは善光寺平が一望できます。日本三大車窓と呼ばれるほどの景勝スポットです。さらにスイッチバック方式の全国的にもめずらしい駅です。

何と言ってもホームから展望する善光寺平の景色は絶景です。ホームのベンチが鉄道側にでなく、善光寺平に向かって設置されている点にもご注目を。篠ノ井～名古屋間を電車で移動する際には姨捨付近を通過します。その夜景も素晴らしい。鈍行の電車は、スイッチバックして姨捨駅に停車します。このスイッチバックもぜひ体験してみたい。

参考資料：Wikipedia／姨捨駅
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%A8%E6%8D%A8%E9%A7%85"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127121.jpg" alt="姨捨駅2008/05/06" title="姨捨駅2008/05/06" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127121">姨捨駅2008/05/06</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127121">2008/05/06の記録。
JR篠ノ井線の姨捨(おばすて)駅。Wikipediaによると姨捨駅が開業したのは1900年とのこと。「田毎の月」で知られれる姨捨の棚田が眼下に広がり、姨捨駅からは善光寺平が一望できます。日本三大車窓と呼ばれるほどの景勝スポットです。さらにスイッチバック方式の全国的にもめずらしい駅です。

何と言ってもホームから展望する善光寺平の景色は絶景です。ホームのベンチが鉄道側にでなく、善光寺平に向かって設置されている点にもご注目を。篠ノ井～名古屋間を電車で移動する際には姨捨付近を通過します。その夜景も素晴らしい。鈍行の電車は、スイッチバックして姨捨駅に停車します。このスイッチバックもぜひ体験してみたい。

参考資料：Wikipedia／姨捨駅
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%A8%E6%8D%A8%E9%A7%85</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127100">9</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/688/127100.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～」突然ですが、皆さんは銭湯に行ったことはありますか？

銭湯というと、富士山の壁画が描かれた、東京の大きな下町銭湯を思い浮かべる人が多いと思います。ここでいう銭湯とは、法律で定められた一般公衆浴場のことです。

ここ上田市にも、地域に根付いた街のお風呂屋さん、銭湯が2軒あります。ですが最盛期には、なんと24軒もの銭湯がありました。昔は市街地ではお風呂のある家庭は一般的ではなく、農村部のお百姓さんの家、どこかの大富豪の社長さんの家など、限られた家庭にしかありませんでした。そこで、「浴場業（銭湯）」という一つの業種が確立されたんですね。今回は、上田市の銭湯を研究するための必読書、「史的ニ上田（15）上田の銭湯」という文献をご紹介します。
（画像は、文中にも登場する中央3丁目（松原町）の「竹の"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～" title="【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127100">【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127100">突然ですが、皆さんは銭湯に行ったことはありますか？

銭湯というと、富士山の壁画が描かれた、東京の大きな下町銭湯を思い浮かべる人が多いと思います。ここでいう銭湯とは、法律で定められた一般公衆浴場のことです。

ここ上田市にも、地域に根付いた街のお風呂屋さん、銭湯が2軒あります。ですが最盛期には、なんと24軒もの銭湯がありました。昔は市街地ではお風呂のある家庭は一般的ではなく、農村部のお百姓さんの家、どこかの大富豪の社長さんの家など、限られた家庭にしかありませんでした。そこで、「浴場業（銭湯）」という一つの業種が確立されたんですね。今回は、上田市の銭湯を研究するための必読書、「史的ニ上田（15）上田の銭湯」という文献をご紹介します。
（画像は、文中にも登場する中央3丁目（松原町）の「竹の</a></td><td class="date">2024-02-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127090">10</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/239/127090.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州上田学2023／地域キュレーション成果：３学生からの報告」「『信州上田学』学びの成果発表会2023」(2024/02/10開催、会場：長野大学リブロホール)で、長野大学の独自科目「信州上田学」の報告を行いました。


★長野大学講義「信州上田学2023」報告 12分
　報告者：前川道博(企業情報学部教授)、学生３名
　<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/DreiwFG-w_U?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

当日発表した学生３名に「信州上田学」と各自が取り組んだ「地域キュレーション」に対する動機や感想などを語ってもらいました。

＜信州上田学2023ふり返り＞
★村上柚葉さん(社会福学部1年生)／別所を盛り上げるには 3分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/nDU6JF7GEZw?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
★佐藤杏一さん(環境ツーリズム学部1年生)／藤井松平氏の遺構を上田の観光資源として活かす 6分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/MkFuf3z2sJ4?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
★古賀寛也さん(環境ツーリズム学部1年生)／上田が今後、持続可能な発展を遂げるためには
　～蚕糸王国だった"><img src="https://d-commons.info/upload/4/239/thumbnails/127090.jpg" alt="信州上田学2023／地域キュレーション成果：３学生からの報告" title="信州上田学2023／地域キュレーション成果：３学生からの報告" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127090">信州上田学2023／地域キュレーション成果：３学生からの報告</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127090">「『信州上田学』学びの成果発表会2023」(2024/02/10開催、会場：長野大学リブロホール)で、長野大学の独自科目「信州上田学」の報告を行いました。


★長野大学講義「信州上田学2023」報告 12分
　報告者：前川道博(企業情報学部教授)、学生３名
　<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/DreiwFG-w_U?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

当日発表した学生３名に「信州上田学」と各自が取り組んだ「地域キュレーション」に対する動機や感想などを語ってもらいました。

＜信州上田学2023ふり返り＞
★村上柚葉さん(社会福学部1年生)／別所を盛り上げるには 3分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/nDU6JF7GEZw?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
★佐藤杏一さん(環境ツーリズム学部1年生)／藤井松平氏の遺構を上田の観光資源として活かす 6分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/MkFuf3z2sJ4?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
★古賀寛也さん(環境ツーリズム学部1年生)／上田が今後、持続可能な発展を遂げるためには
　～蚕糸王国だった</a></td><td class="date">2024-02-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127081">11</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/127081.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「マンホール：小川村」2008/03/16の記録。
長野県上水内郡小川村のマンホールです。絵柄は村営施設「星と緑のロマン館」です。汽車の絵柄は銀河鉄道のイメージでしょうか。


参考資料：上水内郡小川村のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/nagano/ogawa/ogawa.html
　信州小川村・星と緑のロマン館　https://www.ogawaromankan.net/"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127081.jpg" alt="マンホール：小川村" title="マンホール：小川村" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127081">マンホール：小川村</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127081">2008/03/16の記録。
長野県上水内郡小川村のマンホールです。絵柄は村営施設「星と緑のロマン館」です。汽車の絵柄は銀河鉄道のイメージでしょうか。


参考資料：上水内郡小川村のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/nagano/ogawa/ogawa.html
　信州小川村・星と緑のロマン館　https://www.ogawaromankan.net/</a></td><td class="date">2024-02-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127079">12</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/127079.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「マンホール：旧中条村(長野市)」2008/03/16の記録。
長野県上水内郡中条村のマンホールです。中条村は隣の信州新町と共に2010年、長野市に編入されました。

マンホール蓋には中央に村の木ケヤキ、周りに村の花ウメがあしらわれています。

参考資料：長野市のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/nagano/naganosi/naganosi.html"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127079.jpg" alt="マンホール：旧中条村(長野市)" title="マンホール：旧中条村(長野市)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127079">マンホール：旧中条村(長野市)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127079">2008/03/16の記録。
長野県上水内郡中条村のマンホールです。中条村は隣の信州新町と共に2010年、長野市に編入されました。

マンホール蓋には中央に村の木ケヤキ、周りに村の花ウメがあしらわれています。

参考資料：長野市のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/nagano/naganosi/naganosi.html</a></td><td class="date">2024-02-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127078">13</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/127078.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「マンホール：小谷村」2008/03/16の記録。
長野県小谷(おたり)村のマンホールです。この日、小谷小学校を会場に開催された「子ども農山村シンポジウム」に参加するため小谷村を訪れました。

「汚水」や「おすい」でなく「下水道」と表記されている汚水マンホールはめずらしい。村の花おおやまざくらがあしらわれています。小谷村は北アルプスの裾野に広がる自然豊かな地域です。

参考資料：小谷村のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/nagano/otarimura/otarimura.html"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127078.jpg" alt="マンホール：小谷村" title="マンホール：小谷村" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127078">マンホール：小谷村</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127078">2008/03/16の記録。
長野県小谷(おたり)村のマンホールです。この日、小谷小学校を会場に開催された「子ども農山村シンポジウム」に参加するため小谷村を訪れました。

「汚水」や「おすい」でなく「下水道」と表記されている汚水マンホールはめずらしい。村の花おおやまざくらがあしらわれています。小谷村は北アルプスの裾野に広がる自然豊かな地域です。

参考資料：小谷村のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/nagano/otarimura/otarimura.html</a></td><td class="date">2024-02-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127077">14</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/127077.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「マンホール：前橋市」2008/03/15の記録。
前橋市のマンホールです。前橋駅前で撮影しました。前橋市は群馬県の県庁所在地ながら、高崎駅が新幹線の駅となっており、高崎からは上毛線で前橋駅に移動します。ご覧のとおり前橋駅前は県庁所在地とは思えないぐらいにこじんまりとしています。

マンホールの絵柄には、市の花バラをあしらっています。

参考資料：前橋市のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/gunnma/maebasi/maebasi.html"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127077.jpg" alt="マンホール：前橋市" title="マンホール：前橋市" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127077">マンホール：前橋市</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127077">2008/03/15の記録。
前橋市のマンホールです。前橋駅前で撮影しました。前橋市は群馬県の県庁所在地ながら、高崎駅が新幹線の駅となっており、高崎からは上毛線で前橋駅に移動します。ご覧のとおり前橋駅前は県庁所在地とは思えないぐらいにこじんまりとしています。

マンホールの絵柄には、市の花バラをあしらっています。

参考資料：前橋市のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/gunnma/maebasi/maebasi.html</a></td><td class="date">2024-02-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127076">15</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/127076.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「マンホール：高崎市」2008/03/15の記録。
JR高崎駅前にあったマンホール。
１つ目は汚水マンホール蓋。中央の模様は高崎市の下水マークとのこと。
２つ目は高崎市市制100周年記念の貼り紙マンホール。高崎市は1900年に市制を施行し2000年に市制100周年を迎えました。隣の前橋市の市制施行年は高崎よりも早い1892年です。
ちょうどこの時はJR高崎駅東口駅前にヤマダデンキLAB1が建設中でした。

参考資料：高崎市のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/gunnma/takasaki/takasaki.html"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127076.jpg" alt="マンホール：高崎市" title="マンホール：高崎市" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127076">マンホール：高崎市</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127076">2008/03/15の記録。
JR高崎駅前にあったマンホール。
１つ目は汚水マンホール蓋。中央の模様は高崎市の下水マークとのこと。
２つ目は高崎市市制100周年記念の貼り紙マンホール。高崎市は1900年に市制を施行し2000年に市制100周年を迎えました。隣の前橋市の市制施行年は高崎よりも早い1892年です。
ちょうどこの時はJR高崎駅東口駅前にヤマダデンキLAB1が建設中でした。

参考資料：高崎市のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/gunnma/takasaki/takasaki.html</a></td><td class="date">2024-02-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127041">16</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/127041.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「梅花幼稚園2008/06/22」2008/06/22の記録。
梅花幼稚園は上田市内にあるキリスト教主義の幼稚園です。1900年に開設されました。現在の園舎は1903年に建てられた歴史的建築です。現存する全国の幼稚園の園舎の中では大阪市立愛珠幼稚園の園舎(1901年竣工)に次いで日本で２番目に古い園舎です。幼稚園の隣には蚕糸業の発展に貢献した三吉米熊(1860-1927)邸があり、クリスチャンでもあった三吉米熊は梅花幼稚園との関わりもあったようです。蚕糸業で古くから栄えた上田の歴史を物語る歴史的スポットです。


参考資料：
学校法人梅花学園梅花幼稚園http://www.baikayouchien.com/
Wikipedia:大阪市立愛珠幼稚園 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%84%9B%E7%8F%A0%E5%B9%BC%E7%A8%9A%E5%9C%92"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127041.jpg" alt="梅花幼稚園2008/06/22" title="梅花幼稚園2008/06/22" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127041">梅花幼稚園2008/06/22</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127041">2008/06/22の記録。
梅花幼稚園は上田市内にあるキリスト教主義の幼稚園です。1900年に開設されました。現在の園舎は1903年に建てられた歴史的建築です。現存する全国の幼稚園の園舎の中では大阪市立愛珠幼稚園の園舎(1901年竣工)に次いで日本で２番目に古い園舎です。幼稚園の隣には蚕糸業の発展に貢献した三吉米熊(1860-1927)邸があり、クリスチャンでもあった三吉米熊は梅花幼稚園との関わりもあったようです。蚕糸業で古くから栄えた上田の歴史を物語る歴史的スポットです。


参考資料：
学校法人梅花学園梅花幼稚園http://www.baikayouchien.com/
Wikipedia:大阪市立愛珠幼稚園 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%84%9B%E7%8F%A0%E5%B9%BC%E7%A8%9A%E5%9C%92</a></td><td class="date">2024-02-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127040">17</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/239/127040.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「講義「信州上田学Ą」報告2024/02/10」「『信州上田学』学びの成果発表会2023」(2024/02/10開催、会場：長野大学リブロホール)で、長野大学の独自科目「信州上田学」の報告を行いました。


★長野大学講義「信州上田学2023」報告 12分
　報告者：前川道博(企業情報学部教授)、学生３名
　<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/DreiwFG-w_U?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

当日発表した学生３名に「信州上田学」と各自が取り組んだ「地域キュレーション」に対する動機や感想などを語ってもらいました。

＜信州上田学2023ふり返り＞
★村上柚葉さん(社会福学部1年生)／別所を盛り上げるには 3分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/nDU6JF7GEZw?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
★佐藤杏一さん(環境ツーリズム学部1年生)／藤井松平氏の遺構を上田の観光資源として活かす 6分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/MkFuf3z2sJ4?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
★古賀寛也さん(環境ツーリズム学部1年生)／上田が今後、持続可能な発展を遂げるためには
　～蚕糸王国だった"><img src="https://d-commons.info/upload/4/239/thumbnails/127040.jpg" alt="講義「信州上田学Ą」報告2024/02/10" title="講義「信州上田学Ą」報告2024/02/10" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127040">講義「信州上田学Ą」報告2024/02/10</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127040">「『信州上田学』学びの成果発表会2023」(2024/02/10開催、会場：長野大学リブロホール)で、長野大学の独自科目「信州上田学」の報告を行いました。


★長野大学講義「信州上田学2023」報告 12分
　報告者：前川道博(企業情報学部教授)、学生３名
　<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/DreiwFG-w_U?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

当日発表した学生３名に「信州上田学」と各自が取り組んだ「地域キュレーション」に対する動機や感想などを語ってもらいました。

＜信州上田学2023ふり返り＞
★村上柚葉さん(社会福学部1年生)／別所を盛り上げるには 3分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/nDU6JF7GEZw?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
★佐藤杏一さん(環境ツーリズム学部1年生)／藤井松平氏の遺構を上田の観光資源として活かす 6分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/MkFuf3z2sJ4?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
★古賀寛也さん(環境ツーリズム学部1年生)／上田が今後、持続可能な発展を遂げるためには
　～蚕糸王国だった</a></td><td class="date">2024-02-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127039">18</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/127039.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「リヴィン上田店2008/05/04」2008/05/04の記録。
Wikipediaによると上田西武店がリヴィン(LIVIN)に改称したのは2000年9月とのこと。リヴィン上田店は2009年に閉店しました。リヴィンは総合スーパーながら、店内は前身でもある西武百貨店時代のデパートらしい装いが印象的な店舗でした。営業していた期間、店内を撮影するのははばかられたので私の写真記録の中にはありません。今となっては写真の記録もなく、記憶に残るのみです。

リヴィン跡地には現在ホテルルートインGrand上田駅前(2016年創業)が建っています。都市の変容の痕跡が記憶からも薄れていきますね。

参考資料：Wikipedia「リヴィン」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%B3"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127039.jpg" alt="リヴィン上田店2008/05/04" title="リヴィン上田店2008/05/04" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127039">リヴィン上田店2008/05/04</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127039">2008/05/04の記録。
Wikipediaによると上田西武店がリヴィン(LIVIN)に改称したのは2000年9月とのこと。リヴィン上田店は2009年に閉店しました。リヴィンは総合スーパーながら、店内は前身でもある西武百貨店時代のデパートらしい装いが印象的な店舗でした。営業していた期間、店内を撮影するのははばかられたので私の写真記録の中にはありません。今となっては写真の記録もなく、記憶に残るのみです。

リヴィン跡地には現在ホテルルートインGrand上田駅前(2016年創業)が建っています。都市の変容の痕跡が記憶からも薄れていきますね。

参考資料：Wikipedia「リヴィン」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%B3</a></td><td class="date">2024-02-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127038">19</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/835/127038.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「無形の伝統を伝えるために」調査をしてみて、形のない伝統をただデジタルの形におこすのではなく、それらに込められた意味に思いをはせることも大事ではないかと感じた。込められた意味をデジタルアーカイブに盛り込むのは難しいかもしれないが、あらゆる角度からの資料をのこすことで、少しでも伝統に関わる人達の心が伝えられるのではないか。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="無形の伝統を伝えるために" title="無形の伝統を伝えるために" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127038">無形の伝統を伝えるために</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127038">調査をしてみて、形のない伝統をただデジタルの形におこすのではなく、それらに込められた意味に思いをはせることも大事ではないかと感じた。込められた意味をデジタルアーカイブに盛り込むのは難しいかもしれないが、あらゆる角度からの資料をのこすことで、少しでも伝統に関わる人達の心が伝えられるのではないか。</a></td><td class="date">2024-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127017">20</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/818/127017.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「」２つの資料のデータを比較するために折れ線グラフをつくる。まずは「西塩田時報」のデータを折れ線グラフにしていく。大正13年から昭和6年のデータを見ると、気温が℃の単位以外で表示されていることがわかる。気温や温度を表す単位として他に℉があることから、これらのデータは℉での表示であると判断し上記の式を用いて℃での表示に直す。なお数値は小数点以下第2位を四捨五入して、第1位まで求める。また昭和3年4月の平均・最低気温に書かれている「仝」という漢字の意味が分からなかったため調べたところ「同」の古字であると説明されていたため、最高気温の数値の前に書かれている「室内(資料のタイトルなどが横書きの場合右から書いてあったことを踏まえ当時は横書きの文字は右から読むことがわかった。この資料では現代の表記に"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="" title="" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127017"></a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127017">２つの資料のデータを比較するために折れ線グラフをつくる。まずは「西塩田時報」のデータを折れ線グラフにしていく。大正13年から昭和6年のデータを見ると、気温が℃の単位以外で表示されていることがわかる。気温や温度を表す単位として他に℉があることから、これらのデータは℉での表示であると判断し上記の式を用いて℃での表示に直す。なお数値は小数点以下第2位を四捨五入して、第1位まで求める。また昭和3年4月の平均・最低気温に書かれている「仝」という漢字の意味が分からなかったため調べたところ「同」の古字であると説明されていたため、最高気温の数値の前に書かれている「室内(資料のタイトルなどが横書きの場合右から書いてあったことを踏まえ当時は横書きの文字は右から読むことがわかった。この資料では現代の表記に</a></td><td class="date">2024-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127009">21</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/673/127009.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「紙資料のデジタルアーカイブ化②修正版」以前投稿した紙資料のデジタルアーカイブ化②の資料にいくつか修正をし、再度投稿を行いました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="紙資料のデジタルアーカイブ化②修正版" title="紙資料のデジタルアーカイブ化②修正版" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127009">紙資料のデジタルアーカイブ化②修正版</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127009">以前投稿した紙資料のデジタルアーカイブ化②の資料にいくつか修正をし、再度投稿を行いました。</a></td><td class="date">2024-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127007">22</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/756/127007.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「6代松平忠優（忠固）はどんな人物か」下の画像：ミッチーの画像を引用
　
　上田市中央にある願行寺の松平氏の墓所を訪れた。写真に見えるのは、四角い石碑を外して、右手側から、上田藩6代藩主の松平忠優（ただます）またの名を忠固（ただかた）、4代藩主の松平忠済、そして忠済の嫡男で20歳くらいで若くして亡くなった忠英（ただつね）の墓である。この記事では、松平忠固の功績を取り上げたい。
　忠固を一言で表すとすれば、幕府の体制を、開国つまり外国と貿易を始めるよう向かわせた人物である（オランダ、中国、朝鮮は入らない）。なぜか。忠固は二度、幕府の中枢つまり幕閣で老中という役職を務めている。そして、忠固の一度目の就任期間時には、幕府は日米和親条約を締結し、二度目の就任期間時には、幕府は日米修好通商条約を締結している。忠固は開国派の立場を"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="6代松平忠優（忠固）はどんな人物か" title="6代松平忠優（忠固）はどんな人物か" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127007">6代松平忠優（忠固）はどんな人物か</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127007">下の画像：ミッチーの画像を引用
　
　上田市中央にある願行寺の松平氏の墓所を訪れた。写真に見えるのは、四角い石碑を外して、右手側から、上田藩6代藩主の松平忠優（ただます）またの名を忠固（ただかた）、4代藩主の松平忠済、そして忠済の嫡男で20歳くらいで若くして亡くなった忠英（ただつね）の墓である。この記事では、松平忠固の功績を取り上げたい。
　忠固を一言で表すとすれば、幕府の体制を、開国つまり外国と貿易を始めるよう向かわせた人物である（オランダ、中国、朝鮮は入らない）。なぜか。忠固は二度、幕府の中枢つまり幕閣で老中という役職を務めている。そして、忠固の一度目の就任期間時には、幕府は日米和親条約を締結し、二度目の就任期間時には、幕府は日米修好通商条約を締結している。忠固は開国派の立場を</a></td><td class="date">2024-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127004">23</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「製糸城下町・歴史探訪 ルーツを訪ねて第1回 純水館資料館」味噌と糸がどのようにつながるのか、そこがミソなのです！
移動企画シリーズの後追いで歴史を探訪します。

<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/I86toFq2JAw?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="製糸城下町・歴史探訪 ルーツを訪ねて第1回 純水館資料館" title="製糸城下町・歴史探訪 ルーツを訪ねて第1回 純水館資料館" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127004">製糸城下町・歴史探訪 ルーツを訪ねて第1回 純水館資料館</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127004">味噌と糸がどのようにつながるのか、そこがミソなのです！
移動企画シリーズの後追いで歴史を探訪します。

<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/I86toFq2JAw?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe></a></td><td class="date">2024-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127002">24</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「諸を語り唄～絹の奏で～　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)」2023/10/29開催
【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】
主催:糸のまち・こもろプロジェクト
共催:諸公民館
後援:信濃毎日新聞社・小諸新聞・東信ジャーナル社・小諸市教育委員会・(株)コミュニティテレビこもろ・(株)純水館・純水館資料館・氷風穴の里保存会・週刊さくだいら

【内容】
「諸を語り唄～絹の奏で　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)」
　坂本 明央氏は青森県北津軽郡坂柳町出身。民謡全国大会連続優勝後、クラウンレコードよりデビューし、全国ツアーを開催しました。津軽三味線名人藤田淳一師の門下生となり、日本コロムビアより「津軽を弾いて津軽を唄う」を発売しました。平成12年に小諸市に移住、津軽じょんがら座を設立。現在も公演を続け、三味線や民謡の指導を行っています。

<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/czL8pMXe?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="諸を語り唄～絹の奏で～　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)" title="諸を語り唄～絹の奏で～　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127002">諸を語り唄～絹の奏で～　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127002">2023/10/29開催
【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】
主催:糸のまち・こもろプロジェクト
共催:諸公民館
後援:信濃毎日新聞社・小諸新聞・東信ジャーナル社・小諸市教育委員会・(株)コミュニティテレビこもろ・(株)純水館・純水館資料館・氷風穴の里保存会・週刊さくだいら

【内容】
「諸を語り唄～絹の奏で　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)」
　坂本 明央氏は青森県北津軽郡坂柳町出身。民謡全国大会連続優勝後、クラウンレコードよりデビューし、全国ツアーを開催しました。津軽三味線名人藤田淳一師の門下生となり、日本コロムビアより「津軽を弾いて津軽を唄う」を発売しました。平成12年に小諸市に移住、津軽じょんがら座を設立。現在も公演を続け、三味線や民謡の指導を行っています。

<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/czL8pMXe?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe></a></td><td class="date">2024-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126960">25</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/126960.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2023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"><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=126855">26</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/746/126855.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「白山比咩神社」　白山比咩神社は、天平3年に上田地方において疫病が流行した際、加賀の国（石川）の白山より分産したとされる。弘安元年に現在の位置に再建され、眞田昌幸・信之などの戦国武将からの寄付状など、歴史を物語る資料が多く残されている。幕末から明治初期に信濃の地で活躍した宮大工の彫り物なども多数存在し、先人たちが地域の文化財として脈々と守り受け継がれてきたことが理解できる。
　白山比咩神社は毎年初詣に行く神社であり、私の住んでいる地元住民に親しまれている神社である。初詣に行くだけで、石碑などの存在を認識していなかった。歴史についても調べる機会はなかったので、親しみある神社について知ることができ良かった。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="白山比咩神社" title="白山比咩神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126855">白山比咩神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126855">　白山比咩神社は、天平3年に上田地方において疫病が流行した際、加賀の国（石川）の白山より分産したとされる。弘安元年に現在の位置に再建され、眞田昌幸・信之などの戦国武将からの寄付状など、歴史を物語る資料が多く残されている。幕末から明治初期に信濃の地で活躍した宮大工の彫り物なども多数存在し、先人たちが地域の文化財として脈々と守り受け継がれてきたことが理解できる。
　白山比咩神社は毎年初詣に行く神社であり、私の住んでいる地元住民に親しまれている神社である。初詣に行くだけで、石碑などの存在を認識していなかった。歴史についても調べる機会はなかったので、親しみある神社について知ることができ良かった。</a></td><td class="date">2024-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126854">27</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/746/126854.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃国分寺跡」　信濃国分寺跡は、平将門の乱により消失した当時の国分寺が立っていたとされる場所である。昭和38年から46年にかけて行われた7回の発掘調査では、僧寺や尼寺が並ぶ伽藍配置と瓦、陶器などの遺物が発掘されている。全国の国分寺においても僧寺と尼寺が近接して建設されることは稀であり、10世紀頃の国分寺衰退の痕跡も確認できるなど歴史的価値の大きい遺産である。現在は、史跡公園として整備されている。
　上田市が地元でありながら国分寺跡まで、足を延ばす機会がなかった。行くことがあっても道路沿いまでで、線路を挟んだ向こうにも続いていることを知らず驚いた。併設されている信濃国分寺資料館では、発掘時の釘や瓦を見ることができ当時の歴史を知ることができる。また、安楽寺八角三重塔の模型もあり細部まで構造を確認するこ"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="信濃国分寺跡" title="信濃国分寺跡" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126854">信濃国分寺跡</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126854">　信濃国分寺跡は、平将門の乱により消失した当時の国分寺が立っていたとされる場所である。昭和38年から46年にかけて行われた7回の発掘調査では、僧寺や尼寺が並ぶ伽藍配置と瓦、陶器などの遺物が発掘されている。全国の国分寺においても僧寺と尼寺が近接して建設されることは稀であり、10世紀頃の国分寺衰退の痕跡も確認できるなど歴史的価値の大きい遺産である。現在は、史跡公園として整備されている。
　上田市が地元でありながら国分寺跡まで、足を延ばす機会がなかった。行くことがあっても道路沿いまでで、線路を挟んだ向こうにも続いていることを知らず驚いた。併設されている信濃国分寺資料館では、発掘時の釘や瓦を見ることができ当時の歴史を知ることができる。また、安楽寺八角三重塔の模型もあり細部まで構造を確認するこ</a></td><td class="date">2024-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126826">28</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/673/126826.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「紙資料のデジタルアーカイブ化②」2024年1月27日にプロジェクト研究発表会で発表した資料です。紙資料のデジタルアーカイブ化という題材で資料を作成しました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="紙資料のデジタルアーカイブ化②" title="紙資料のデジタルアーカイブ化②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126826">紙資料のデジタルアーカイブ化②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126826">2024年1月27日にプロジェクト研究発表会で発表した資料です。紙資料のデジタルアーカイブ化という題材で資料を作成しました。</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126812">29</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「参考資料」今回の地域キュレーションで活用した上田の商店街とショッピングセンターに関する文献です。
https://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/~chicho/nenpo/43/03.pdf
地方中心商店街における現状と課題
－長野県上田市うえだ原町一番街商店街を事例に－"><img src="https://d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="参考資料" title="参考資料" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126812">参考資料</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126812">今回の地域キュレーションで活用した上田の商店街とショッピングセンターに関する文献です。
https://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/~chicho/nenpo/43/03.pdf
地方中心商店街における現状と課題
－長野県上田市うえだ原町一番街商店街を事例に－</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126798">30</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/752/126798.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所温泉センター温泉歴史資料展示室」　別所温泉センターは、別所村役場跡にある３階建ての建物で、１階に温泉歴史資料展示室がある。展示室は入場無料で、1986年に開館した。別所温泉の歴史年表、塩田平の縄文・弥生時代の石器、塩田周辺の寺院の仏像塔、歌人俳人の石碑拓本などが展示されている。

　実際に歴史資料を見て、縄文・弥生時代の遺跡が残っていることに驚いた。別所温泉に伝わる雨乞いの祭り「岳の幟」も展示されており、塩田平の歴史を知ることができた。展示室の存在をもっと広め、訪問する人が増えてほしいと思った。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所温泉センター温泉歴史資料展示室" title="別所温泉センター温泉歴史資料展示室" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126798">別所温泉センター温泉歴史資料展示室</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126798">　別所温泉センターは、別所村役場跡にある３階建ての建物で、１階に温泉歴史資料展示室がある。展示室は入場無料で、1986年に開館した。別所温泉の歴史年表、塩田平の縄文・弥生時代の石器、塩田周辺の寺院の仏像塔、歌人俳人の石碑拓本などが展示されている。

　実際に歴史資料を見て、縄文・弥生時代の遺跡が残っていることに驚いた。別所温泉に伝わる雨乞いの祭り「岳の幟」も展示されており、塩田平の歴史を知ることができた。展示室の存在をもっと広め、訪問する人が増えてほしいと思った。</a></td><td class="date">2024-01-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126689">31</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/825/126689.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「」戦前に発行された西塩田時報は戦争、学校、地域などの時事ニュースが多く書かれており、生活の知恵と思われる記事は957ページの中でたった5つほどであった。戦後になると生活の知恵を特集したコーナーのようなものができ、数ページごとに1つ生活の知恵と思われる記事が掲載されている。また、記事の内容も変化しているように感じられる。戦前は、睡眠やビタミン、乳児の育て方という基礎的な生活の知恵であったのに対して戦後は基礎的な生活の知恵も残しつつ、季節の料理やさらにより良い暮らしを求める記事が多い。この変化は、戦前から戦後にかけて人々の暮らしに対する意識の変化があると考える。戦前は生きていくことに必死で暮らしの質は求めておらず、戦後になり心にゆとりが生まれることで暮らしに対する質を求めることができる"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="" title="" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126689"></a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126689">戦前に発行された西塩田時報は戦争、学校、地域などの時事ニュースが多く書かれており、生活の知恵と思われる記事は957ページの中でたった5つほどであった。戦後になると生活の知恵を特集したコーナーのようなものができ、数ページごとに1つ生活の知恵と思われる記事が掲載されている。また、記事の内容も変化しているように感じられる。戦前は、睡眠やビタミン、乳児の育て方という基礎的な生活の知恵であったのに対して戦後は基礎的な生活の知恵も残しつつ、季節の料理やさらにより良い暮らしを求める記事が多い。この変化は、戦前から戦後にかけて人々の暮らしに対する意識の変化があると考える。戦前は生きていくことに必死で暮らしの質は求めておらず、戦後になり心にゆとりが生まれることで暮らしに対する質を求めることができる</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126682">32</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/823/126682.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西塩田時報と他県の時報～それらの抱える課題～」西塩田時報に似た他県の時報を調べ違いや共通点を見つけていく予定で進めていたが似た時報がデジタルアーカイブとして残っていなかった。そこで、歴史的資料がなぜデジタルアーカイブとして残っていないのかについて考え、デジタルアーカイブの問題点と実際に使ってみての問題点をまとめてみた。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="西塩田時報と他県の時報～それらの抱える課題～" title="西塩田時報と他県の時報～それらの抱える課題～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126682">西塩田時報と他県の時報～それらの抱える課題～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126682">西塩田時報に似た他県の時報を調べ違いや共通点を見つけていく予定で進めていたが似た時報がデジタルアーカイブとして残っていなかった。そこで、歴史的資料がなぜデジタルアーカイブとして残っていないのかについて考え、デジタルアーカイブの問題点と実際に使ってみての問題点をまとめてみた。</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126678">33</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/828/126678.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「3Dデータを用いたデジタルアーカイブ２」　情報通信文化論の講義を通して、藤本産業歴史観の資料などから紙媒体の資料については学ぶことができたが、物体のアーカイブについてはあまり触れられていなかったため、深堀してみたいと思い、このテーマを選んだ。
　また、地元の郷土玩具について知ってもらいたいと思い、このテーマを選んだ。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="3Dデータを用いたデジタルアーカイブ２" title="3Dデータを用いたデジタルアーカイブ２" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126678">3Dデータを用いたデジタルアーカイブ２</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126678">　情報通信文化論の講義を通して、藤本産業歴史観の資料などから紙媒体の資料については学ぶことができたが、物体のアーカイブについてはあまり触れられていなかったため、深堀してみたいと思い、このテーマを選んだ。
　また、地元の郷土玩具について知ってもらいたいと思い、このテーマを選んだ。</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126676">34</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「デジタルアーカイブの課題について」情報通信文化論
デジタルアーカイブの課題について

デジタルアーカイブの課題とはなにか
•	データ保存量が増え続ける
•	データ消息のリスク
•	一般公開による近隣住民への被害
•	知識を横に広げることが難しい
•	サイトが見にくい

データ保存量が増え続ける
データを保存していけばデジタルデータの保存量は増え続けていく。そのためデータ保存量の増加はシステムに負荷がかかることはもちろん、どれが最初のデータだったのかわからなくなるなどデータのバージョン管理が難しくなったり、意図しないところにデータが出現してしまったり、巧妙な加工で情報操作されたデータが出回ってデータの信頼性が失われたりするリスクもある。

データ消息のリスク
・デジタルデータの場合はシステムエラー、保存ディスクの破損、読み取"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="デジタルアーカイブの課題について" title="デジタルアーカイブの課題について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126676">デジタルアーカイブの課題について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126676">情報通信文化論
デジタルアーカイブの課題について

デジタルアーカイブの課題とはなにか
•	データ保存量が増え続ける
•	データ消息のリスク
•	一般公開による近隣住民への被害
•	知識を横に広げることが難しい
•	サイトが見にくい

データ保存量が増え続ける
データを保存していけばデジタルデータの保存量は増え続けていく。そのためデータ保存量の増加はシステムに負荷がかかることはもちろん、どれが最初のデータだったのかわからなくなるなどデータのバージョン管理が難しくなったり、意図しないところにデータが出現してしまったり、巧妙な加工で情報操作されたデータが出回ってデータの信頼性が失われたりするリスクもある。

データ消息のリスク
・デジタルデータの場合はシステムエラー、保存ディスクの破損、読み取</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126675">35</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/827/126675.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「デジタルアーカイブ化した資料を より多くの人に閲覧してもらうために」デジタルアーカイブをより多くの人に認知してもらうため
デジタルアーカイブをより有用なものにするため"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="デジタルアーカイブ化した資料を より多くの人に閲覧してもらうために" title="デジタルアーカイブ化した資料を より多くの人に閲覧してもらうために" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126675">デジタルアーカイブ化した資料を より多くの人に閲覧してもらうために</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126675">デジタルアーカイブをより多くの人に認知してもらうため
デジタルアーカイブをより有用なものにするため</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126658">36</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/818/126658.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「」狙い：デジタル化された一次資料を実際に活用し、そこでの気づきを自分なりにまとめてみる。
今回はデジタルアーカイブとして閲覧できる一次資料「西塩田時報」の「長野縣小縣郡西鹽田村一覧」と「気象庁」の「過去の企業データ」を題材にし、「気温」についてデータをまとめながらデジタルデータの活用に関して気づきをまとめていく。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="" title="" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126658"></a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126658">狙い：デジタル化された一次資料を実際に活用し、そこでの気づきを自分なりにまとめてみる。
今回はデジタルアーカイブとして閲覧できる一次資料「西塩田時報」の「長野縣小縣郡西鹽田村一覧」と「気象庁」の「過去の企業データ」を題材にし、「気温」についてデータをまとめながらデジタルデータの活用に関して気づきをまとめていく。</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126652">37</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/820/126652.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「富士山の恐ろしさ」私は静岡県出身で富士山を見て生活していた。富士山は昔から富岳百景などで有名である。世界中からも人気で外国人観光客が多く来て、世界遺産にもなった。しかし、災害が多い今そこで私は富士山の恐ろしい面を調べることにした。恐ろしい面を知り、今後どのように富士山と関わっていくかを考えた。


参考資料

葛飾北斎 画『富岳百景 3編』二,永楽屋東四郎[ほか],天保5-6 [1834-1835] 序. 国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/8942998

富士市「フリー写真素材集」
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/page/gazou/fmervo000001dsro.html
山梨県 編『富士山の自然界』,山梨県,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/983213 
富士市　富士山の噴火史について
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/safety/c0107/fmervo000000oxtb.html"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="富士山の恐ろしさ" title="富士山の恐ろしさ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126652">富士山の恐ろしさ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126652">私は静岡県出身で富士山を見て生活していた。富士山は昔から富岳百景などで有名である。世界中からも人気で外国人観光客が多く来て、世界遺産にもなった。しかし、災害が多い今そこで私は富士山の恐ろしい面を調べることにした。恐ろしい面を知り、今後どのように富士山と関わっていくかを考えた。


参考資料

葛飾北斎 画『富岳百景 3編』二,永楽屋東四郎[ほか],天保5-6 [1834-1835] 序. 国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/8942998

富士市「フリー写真素材集」
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/page/gazou/fmervo000001dsro.html
山梨県 編『富士山の自然界』,山梨県,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/983213 
富士市　富士山の噴火史について
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/safety/c0107/fmervo000000oxtb.html</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126636">38</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/816/126636.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「越後の伝説についての考察（『越後の国雪の伝説〔正〕』鈴木直著　昭和十七年七月二十二日発行）」越後の国雪の伝説〔正〕に収録されている23の伝説の中の4つについて、それがなぜ生じたのかという自分なりの考察をおこないました。

*越後の国雪の伝説〔正〕とは、越後に古くから伝わる伝説のうち、雪に関するもののみをピックアップして収録した本です。なお、地域としては中・下越の中でも比較的豪雪な地帯の話が中心的です。

１，茂助地蔵
《あらすじ》
昔、一人の旅人がいた。宿屋を出発して目的地へと歩いていたが、天候は最悪で、顔を前に向けることも困難なほどの吹雪だった。そして、その途中で偶然にも一人の女性に遭遇し、自分の家に泊まっていくことを勧められる。旅人は女についていくことにし、彼女の家で手厚いもてなしを受けた。数日後、旅人は死体となって発見された。死因は凍死であり、近くの村の村人は旅人は雪"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="越後の伝説についての考察（『越後の国雪の伝説〔正〕』鈴木直著　昭和十七年七月二十二日発行）" title="越後の伝説についての考察（『越後の国雪の伝説〔正〕』鈴木直著　昭和十七年七月二十二日発行）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126636">越後の伝説についての考察（『越後の国雪の伝説〔正〕』鈴木直著　昭和十七年七月二十二日発行）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126636">越後の国雪の伝説〔正〕に収録されている23の伝説の中の4つについて、それがなぜ生じたのかという自分なりの考察をおこないました。

*越後の国雪の伝説〔正〕とは、越後に古くから伝わる伝説のうち、雪に関するもののみをピックアップして収録した本です。なお、地域としては中・下越の中でも比較的豪雪な地帯の話が中心的です。

１，茂助地蔵
《あらすじ》
昔、一人の旅人がいた。宿屋を出発して目的地へと歩いていたが、天候は最悪で、顔を前に向けることも困難なほどの吹雪だった。そして、その途中で偶然にも一人の女性に遭遇し、自分の家に泊まっていくことを勧められる。旅人は女についていくことにし、彼女の家で手厚いもてなしを受けた。数日後、旅人は死体となって発見された。死因は凍死であり、近くの村の村人は旅人は雪</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126625">39</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/532/126625.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学校水泳における変化」現在と以前の学校環境、特に水泳に変化があるかを調査する。
西塩田時報にある水泳についての記載で、海に囲まれた国である日本の国民として泳げないのは恥ずかしいとある。ストレートな言い方であるが、日本国民には水泳は必須であることを表現している。ここから水泳が生命に関する重要な運動であることは現在と同じ認識だと思う。
また当時の夏休みの水泳は午前と午後の部に分かれており、なるべく短い時間で寒いと感じたらすぐに泳ぐのをやめることが書かれている。水泳の時間を一時間を制限して管理するのではなく、自己管理を促しているのではないかと思う。自己管理の面では、他にも空腹時に水泳を行わないことや頭まで水につけること等の子供達自身が意識して行うことが記載されている。
以上の記事から、学校水泳は過去でも"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="学校水泳における変化" title="学校水泳における変化" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126625">学校水泳における変化</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126625">現在と以前の学校環境、特に水泳に変化があるかを調査する。
西塩田時報にある水泳についての記載で、海に囲まれた国である日本の国民として泳げないのは恥ずかしいとある。ストレートな言い方であるが、日本国民には水泳は必須であることを表現している。ここから水泳が生命に関する重要な運動であることは現在と同じ認識だと思う。
また当時の夏休みの水泳は午前と午後の部に分かれており、なるべく短い時間で寒いと感じたらすぐに泳ぐのをやめることが書かれている。水泳の時間を一時間を制限して管理するのではなく、自己管理を促しているのではないかと思う。自己管理の面では、他にも空腹時に水泳を行わないことや頭まで水につけること等の子供達自身が意識して行うことが記載されている。
以上の記事から、学校水泳は過去でも</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126614">40</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/829/126614.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「デジタルアーカイブ」デジタルアーカイブを知っている人が少ないので、実物を記録・保存するより良いところは何か。多くの人に利用してもらうためにできることはあるか考えました。
デジタルアーカイブは、公文書・書籍・芸術作品などをデジタル化して保存、公開します。今回は、①国立公文書館デジタルアーカイブ ②Col Base ③NHKアーカイブス を閲覧しました。

①国立公文書館
・言語は日本語、英語。中国語や韓国語も加えて欲しい。サイトの文字全体も大きくできる。
・TOPページには、ジャンルが６つ挙げられていて、選びやすい。検索もできる。
・ジャンルを一つ選ぶと、該当する資料が並ぶ。資料名と読み仮名、資料の画像も表示されるので、見やすい。表示方法を変えると、資料の説明も加わる。選んだ資料を拡大しても、細かい文字が鮮明に見える。(上"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="デジタルアーカイブ" title="デジタルアーカイブ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126614">デジタルアーカイブ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126614">デジタルアーカイブを知っている人が少ないので、実物を記録・保存するより良いところは何か。多くの人に利用してもらうためにできることはあるか考えました。
デジタルアーカイブは、公文書・書籍・芸術作品などをデジタル化して保存、公開します。今回は、①国立公文書館デジタルアーカイブ ②Col Base ③NHKアーカイブス を閲覧しました。

①国立公文書館
・言語は日本語、英語。中国語や韓国語も加えて欲しい。サイトの文字全体も大きくできる。
・TOPページには、ジャンルが６つ挙げられていて、選びやすい。検索もできる。
・ジャンルを一つ選ぶと、該当する資料が並ぶ。資料名と読み仮名、資料の画像も表示されるので、見やすい。表示方法を変えると、資料の説明も加わる。選んだ資料を拡大しても、細かい文字が鮮明に見える。(上</a></td><td class="date">2024-01-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126448">41</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/126448.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「Excelで「生涯備忘録」のすすめ」生まれてからこれまでの間にいつ何があったか、どこへ行ったか、その頃何をしていたか、何を考えていたか、どう成長したかがシームレスにわかるといい。スマホで撮った画像やビデオやその時にゲットした資料なども紐づけできるといい。

仮に人生100年とすると日数は約36,500日。Excelでデータ作成すると、それがいとも簡単にコントロールできます。そんなことで「生涯備忘録」を作ってみました。誕生日を起算日とし１行＝１日で下方向に3万6千行のデータを作ります。カラムは任意で。一番の柱は年月日です。他は全部年月日の属性。
１行目に生誕日を入力。
２行目には数式 =一つ上のセル+1 を書きます。これで日付が１カウントアップします。このセルを下方向コピー(フィル)すると100年人生の日付入力が全て完了します。とても簡単です。
私"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126448.jpg" alt="Excelで「生涯備忘録」のすすめ" title="Excelで「生涯備忘録」のすすめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126448">Excelで「生涯備忘録」のすすめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126448">生まれてからこれまでの間にいつ何があったか、どこへ行ったか、その頃何をしていたか、何を考えていたか、どう成長したかがシームレスにわかるといい。スマホで撮った画像やビデオやその時にゲットした資料なども紐づけできるといい。

仮に人生100年とすると日数は約36,500日。Excelでデータ作成すると、それがいとも簡単にコントロールできます。そんなことで「生涯備忘録」を作ってみました。誕生日を起算日とし１行＝１日で下方向に3万6千行のデータを作ります。カラムは任意で。一番の柱は年月日です。他は全部年月日の属性。
１行目に生誕日を入力。
２行目には数式 =一つ上のセル+1 を書きます。これで日付が１カウントアップします。このセルを下方向コピー(フィル)すると100年人生の日付入力が全て完了します。とても簡単です。
私</a></td><td class="date">2023-12-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126443">42</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/454/126443_0023_002.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「須坂小学校教育支援・教育支援案」中間発表資料

・須坂小学校教育支援
・卒業論文（髙倉大成）
・教育支援案"><img src="https://d-commons.info/upload/4/454/thumbnails/126443_0023_002.jpg" alt="須坂小学校教育支援・教育支援案" title="須坂小学校教育支援・教育支援案" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126443">須坂小学校教育支援・教育支援案</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126443">中間発表資料

・須坂小学校教育支援
・卒業論文（髙倉大成）
・教育支援案</a></td><td class="date">2023-12-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126440">43</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=126388">44</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/532/126388.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「嫁さんが自働車で横付(『西塩田時報』第四号(大正十三年四月一日)一ページ)」工事が完了したことを知らせる記事であると考える。

タイトルが「嫁さんが自働車で横付」であるため、横付が原因で事故や苦情があったのかと思った。しかし、記事の内容をよく読んでみると工事が完了したため通りやすくなったと書かれていると思う。

・参照資料
『西塩田時報』第四号(大正十三年四月一日)一ページ
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns02_001to020.pdf"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="嫁さんが自働車で横付(『西塩田時報』第四号(大正十三年四月一日)一ページ)" title="嫁さんが自働車で横付(『西塩田時報』第四号(大正十三年四月一日)一ページ)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126388">嫁さんが自働車で横付(『西塩田時報』第四号(大正十三年四月一日)一ページ)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126388">工事が完了したことを知らせる記事であると考える。

タイトルが「嫁さんが自働車で横付」であるため、横付が原因で事故や苦情があったのかと思った。しかし、記事の内容をよく読んでみると工事が完了したため通りやすくなったと書かれていると思う。

・参照資料
『西塩田時報』第四号(大正十三年四月一日)一ページ
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns02_001to020.pdf</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126387">45</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/532/126387.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「禁酒(『西塩田時報』第一号(大正十二年七月一日)四ページ)」お酒を飲む人は意気地がなく、飲まなければ元気もなく、だらしがない等お酒を飲むことに対するデメリットや人格について書かれている。それらを提示し禁酒を勧める記事となっている。

科学や医学的な根拠を基に禁酒を勧めるのではなく、第三者から酒飲みの人をみて感じるだらしなさやどうすることもできない呆れ等を根拠に禁酒を勧めている部分が面白いと感じた。

・参照資料
『西塩田時報』第一号(対象十二年七月一日)四ページ
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns02_001to020.pdf"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="禁酒(『西塩田時報』第一号(大正十二年七月一日)四ページ)" title="禁酒(『西塩田時報』第一号(大正十二年七月一日)四ページ)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126387">禁酒(『西塩田時報』第一号(大正十二年七月一日)四ページ)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126387">お酒を飲む人は意気地がなく、飲まなければ元気もなく、だらしがない等お酒を飲むことに対するデメリットや人格について書かれている。それらを提示し禁酒を勧める記事となっている。

科学や医学的な根拠を基に禁酒を勧めるのではなく、第三者から酒飲みの人をみて感じるだらしなさやどうすることもできない呆れ等を根拠に禁酒を勧めている部分が面白いと感じた。

・参照資料
『西塩田時報』第一号(対象十二年七月一日)四ページ
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns02_001to020.pdf</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126375">46</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/811/126375.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「子供はしつけ第一 『西塩田時報』第81号(1930年8月1日)3頁」子供のしつけの仕方について書かれている。いうことを聞かない子供にどのようなしつけをしたら良いのか、こどもの性格や考えを交えながらその手助けとなることが書かれている。ネットで検索などができない時代に、とても重要な資料であると思う。昔の親はこういった資料を参考に育児をしていたと思うと現代より大変で努力があったんだなとおもう。


・この記事は以下から参照できます。
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0349.jpg
#349 『西塩田時報』第81号(1930年8月1日)3頁"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="子供はしつけ第一 『西塩田時報』第81号(1930年8月1日)3頁" title="子供はしつけ第一 『西塩田時報』第81号(1930年8月1日)3頁" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126375">子供はしつけ第一 『西塩田時報』第81号(1930年8月1日)3頁</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126375">子供のしつけの仕方について書かれている。いうことを聞かない子供にどのようなしつけをしたら良いのか、こどもの性格や考えを交えながらその手助けとなることが書かれている。ネットで検索などができない時代に、とても重要な資料であると思う。昔の親はこういった資料を参考に育児をしていたと思うと現代より大変で努力があったんだなとおもう。


・この記事は以下から参照できます。
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0349.jpg
#349 『西塩田時報』第81号(1930年8月1日)3頁</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126317">47</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/672/126317.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前川ゼミWEBサイト制作　途中経過報告」先日ゼミのWEBサイト制作の途中経過を報告しました。
その時の発表資料です。
制作中のWEBサイトのURL→[https://mmdb.net/maekawa-zemi/]"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="前川ゼミWEBサイト制作　途中経過報告" title="前川ゼミWEBサイト制作　途中経過報告" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126317">前川ゼミWEBサイト制作　途中経過報告</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126317">先日ゼミのWEBサイト制作の途中経過を報告しました。
その時の発表資料です。
制作中のWEBサイトのURL→[https://mmdb.net/maekawa-zemi/]</a></td><td class="date">2023-12-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126302">48</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/673/126302.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「紙資料のデジタルアーカイブ化①」今年度の9月から１１月までの紙資料のデジタルアーカイブ化という題材で行ってきたプロジェクト研究の振り返りとまとめです。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="紙資料のデジタルアーカイブ化①" title="紙資料のデジタルアーカイブ化①" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126302">紙資料のデジタルアーカイブ化①</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126302">今年度の9月から１１月までの紙資料のデジタルアーカイブ化という題材で行ってきたプロジェクト研究の振り返りとまとめです。</a></td><td class="date">2023-12-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126280">49</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/688/126280.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【上田市の銭湯】②宮桜の湯」突然ですが、皆さんは銭湯に行ったことはありますか？

銭湯というと、富士山の壁画が描かれた、東京の大きな下町銭湯を思い浮かべる人が多いと思います。ここでいう銭湯とは、法律で定められた一般公衆浴場のことです。

ここ上田市にも、地域に根付いた街のお風呂屋さん、銭湯が2軒あります。今回は、日の出町（常田3丁目）の「宮桜の湯（みやざくらのゆ）」さんをご紹介します。

宮桜の湯さんは、イオンスタイル上田や信州大学繊維学部の近くにあります。イオンの前の「信大繊維学部入口」交差点から信大正門の方へ進み、道なりに行けば右手に看板が見えてきます。玄関の「わ」の看板と薪のいい香りは営業中の証。ちなみに夏と冬で暖簾が違うんです。水色地に花火の絵柄が牛乳石鹸制作の2005年夏バージョンの暖簾、紺地に図形が描"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="【上田市の銭湯】②宮桜の湯" title="【上田市の銭湯】②宮桜の湯" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126280">【上田市の銭湯】②宮桜の湯</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126280">突然ですが、皆さんは銭湯に行ったことはありますか？

銭湯というと、富士山の壁画が描かれた、東京の大きな下町銭湯を思い浮かべる人が多いと思います。ここでいう銭湯とは、法律で定められた一般公衆浴場のことです。

ここ上田市にも、地域に根付いた街のお風呂屋さん、銭湯が2軒あります。今回は、日の出町（常田3丁目）の「宮桜の湯（みやざくらのゆ）」さんをご紹介します。

宮桜の湯さんは、イオンスタイル上田や信州大学繊維学部の近くにあります。イオンの前の「信大繊維学部入口」交差点から信大正門の方へ進み、道なりに行けば右手に看板が見えてきます。玄関の「わ」の看板と薪のいい香りは営業中の証。ちなみに夏と冬で暖簾が違うんです。水色地に花火の絵柄が牛乳石鹸制作の2005年夏バージョンの暖簾、紺地に図形が描</a></td><td class="date">2023-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126261">50</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/799/126261.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田のシンボル　上田城」上田城は真田昌幸が1583年に築城を開始した城である。関ヶ原の戦いで、真田昌幸が敗れたことにより天守は解体されたが、石垣や櫓は今でも現存している。また、明治時代初頭には陸軍の分営が置かれたが、その後払い下げられた。何度も戦いの拠点となり、時代によって様々な利用をしてきた上田城だが、現在では観光地と上田の歴史資料として利用されている。春の桜は見どころで、満開の季節には全国から多くの観光客が訪れる。"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="上田のシンボル　上田城" title="上田のシンボル　上田城" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126261">上田のシンボル　上田城</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126261">上田城は真田昌幸が1583年に築城を開始した城である。関ヶ原の戦いで、真田昌幸が敗れたことにより天守は解体されたが、石垣や櫓は今でも現存している。また、明治時代初頭には陸軍の分営が置かれたが、その後払い下げられた。何度も戦いの拠点となり、時代によって様々な利用をしてきた上田城だが、現在では観光地と上田の歴史資料として利用されている。春の桜は見どころで、満開の季節には全国から多くの観光客が訪れる。</a></td><td class="date">2023-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126226">51</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/737/126226.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中井遺跡」田地にある遺跡。
発掘された出土品は信濃国分寺資料館にあるようです。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="中井遺跡" title="中井遺跡" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126226">中井遺跡</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126226">田地にある遺跡。
発掘された出土品は信濃国分寺資料館にあるようです。</a></td><td class="date">2023-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126158">52</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/732/126158.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所温泉を知れる別所温泉センター」今回は、北向き観音付近にある、別所温泉センターを訪れた。石碑には「別所村役場跡」と書かれていた。建物の外観が、倉澤家蚕室と似ているように感じる。

三階建ての建物で、一階にある温泉歴史資料展示室は、入場無料で開放されているため、誰でも気軽に立ち寄れる。

温泉の歴史にまつわる資料だけでなく、塩田平の縄文～平安時代の石器・土器などが展示されていた。他にも岳の幟や、別所温泉の蚕糸業の説明もあり、さまざまなことを学ぶことができる。

以下は、氷沢風穴についての歴史資料をまとめたものである。
1877年以前:すでに風穴があった。最初の穴蔵は1871年創設したという記録もある。
1894年    :倉澤運平、他三名を世話人とし、別所村役場に新しい風穴建設願書を提出、塩田の蚕種家組合である共全会が総額24円40銭を出資"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所温泉を知れる別所温泉センター" title="別所温泉を知れる別所温泉センター" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126158">別所温泉を知れる別所温泉センター</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126158">今回は、北向き観音付近にある、別所温泉センターを訪れた。石碑には「別所村役場跡」と書かれていた。建物の外観が、倉澤家蚕室と似ているように感じる。

三階建ての建物で、一階にある温泉歴史資料展示室は、入場無料で開放されているため、誰でも気軽に立ち寄れる。

温泉の歴史にまつわる資料だけでなく、塩田平の縄文～平安時代の石器・土器などが展示されていた。他にも岳の幟や、別所温泉の蚕糸業の説明もあり、さまざまなことを学ぶことができる。

以下は、氷沢風穴についての歴史資料をまとめたものである。
1877年以前:すでに風穴があった。最初の穴蔵は1871年創設したという記録もある。
1894年    :倉澤運平、他三名を世話人とし、別所村役場に新しい風穴建設願書を提出、塩田の蚕種家組合である共全会が総額24円40銭を出資</a></td><td class="date">2023-11-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126025">53</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/126025.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「東洋音楽学会で学際的交流、偏在知を遍在に変える」★<a href=http://tog.a.la9.jp/meeting.html>東洋音楽学会第74回大会</a>

11/18-19の２日間、京都教育大学を会場に開催された東洋音楽学会第74回大会に参加してきました。初日の「京都の六斎念仏公演」は大変興味深いものでした。地元伏見桃山で伝承されている「六斎念仏」が披露されました。無形的な民俗文化は継承がされにくいだけでなく、その可視化・共有も極めてしにくい課題があります。民俗学者の柳田國男が全国に偏在する文化を可視化・共有するのが民俗学であると生前に発言をしていました。だから民俗学は面白い、と。デジタルな時代になり、やっとそれが民俗学を超え、やろうと思えば実現できる社会に変容しつつあるという社会状況の深化を想起しました。地域に偏在していた知・リソースを遍在する関係に変えるのが、私たちが今取り組んでい"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126025.jpg" alt="東洋音楽学会で学際的交流、偏在知を遍在に変える" title="東洋音楽学会で学際的交流、偏在知を遍在に変える" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126025">東洋音楽学会で学際的交流、偏在知を遍在に変える</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126025">★<a href=http://tog.a.la9.jp/meeting.html>東洋音楽学会第74回大会</a>

11/18-19の２日間、京都教育大学を会場に開催された東洋音楽学会第74回大会に参加してきました。初日の「京都の六斎念仏公演」は大変興味深いものでした。地元伏見桃山で伝承されている「六斎念仏」が披露されました。無形的な民俗文化は継承がされにくいだけでなく、その可視化・共有も極めてしにくい課題があります。民俗学者の柳田國男が全国に偏在する文化を可視化・共有するのが民俗学であると生前に発言をしていました。だから民俗学は面白い、と。デジタルな時代になり、やっとそれが民俗学を超え、やろうと思えば実現できる社会に変容しつつあるという社会状況の深化を想起しました。地域に偏在していた知・リソースを遍在する関係に変えるのが、私たちが今取り組んでい</a></td><td class="date">2023-11-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126017">54</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/716/126017.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中禅寺薬師堂」薬師堂建立は、平安時代末から鎌倉時代初期とされていて、約800年もの歴史があります。このことは、薬師堂の建築様式が「方三間の阿弥陀堂形式」と呼ばれることに由来しています。方三間とは、東西南北どこから見ても柱が4本あり、その柱の間が3つある形です。これは岩手県平泉にある中尊寺金色堂と同じ形式をとっています。これらのことから、このお堂は中部日本最古の木造建築と言われています。この当時の時代の木造建築を、私たちが実際に見て触れ感じられる建築物は全国にも希なことから、このお堂は私たちが歴史を学ぶ上の「現存する資料」として大きな役割を担っていると感じました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="中禅寺薬師堂" title="中禅寺薬師堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126017">中禅寺薬師堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126017">薬師堂建立は、平安時代末から鎌倉時代初期とされていて、約800年もの歴史があります。このことは、薬師堂の建築様式が「方三間の阿弥陀堂形式」と呼ばれることに由来しています。方三間とは、東西南北どこから見ても柱が4本あり、その柱の間が3つある形です。これは岩手県平泉にある中尊寺金色堂と同じ形式をとっています。これらのことから、このお堂は中部日本最古の木造建築と言われています。この当時の時代の木造建築を、私たちが実際に見て触れ感じられる建築物は全国にも希なことから、このお堂は私たちが歴史を学ぶ上の「現存する資料」として大きな役割を担っていると感じました。</a></td><td class="date">2023-11-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125981">55</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/125981.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「DA学会発表「地域デジタルコモンズで拓く知識循環型メディア環境」(2023)」▲研究発表資料(PDF)

デジタルアーカイブ学会第８回研究大会／一般研究発表
2023/11/10 発表会場：石川県立図書館
前川道博／[B11] 地域デジタルコモンズで拓く知識循環型メディア環境：オープンプラットフォームによる地域アーカイブ化支援を目指して

<a href=https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsda/7/s2/7_s55/_article/-char/ja/>同予稿</a>"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125981.jpg" alt="DA学会発表「地域デジタルコモンズで拓く知識循環型メディア環境」(2023)" title="DA学会発表「地域デジタルコモンズで拓く知識循環型メディア環境」(2023)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125981">DA学会発表「地域デジタルコモンズで拓く知識循環型メディア環境」(2023)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125981">▲研究発表資料(PDF)

デジタルアーカイブ学会第８回研究大会／一般研究発表
2023/11/10 発表会場：石川県立図書館
前川道博／[B11] 地域デジタルコモンズで拓く知識循環型メディア環境：オープンプラットフォームによる地域アーカイブ化支援を目指して

<a href=https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsda/7/s2/7_s55/_article/-char/ja/>同予稿</a></a></td><td class="date">2023-11-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125543">56</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/378/125543.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】」2023/10/29開催
【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】
主催:糸のまち・こもろプロジェクト
共催:諸公民館
お問い合わせ:事務局 栁沢浩一(090-7265-1315)
後援:信濃毎日新聞社・小諸新聞・東信ジャーナル社・小諸市教育委員会・(株)コミュニティテレビこもろ・(株)純水館・純水館資料館・氷風穴の里保存会・週刊さくだいら

【内容】
「諸を語り唄～絹の奏で　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)」
　坂本 明央氏は青森県北津軽郡坂柳町出身。民謡全国大会連続優勝後、クラウンレコードよりデビューし、全国ツアーを開催。津軽三味線名人藤田淳一師の門下生となり、日本コロムビアより「津軽を弾いて津軽を唄う」を発売。平成12年に小諸市に移住、津軽じょんがら座を設立。現在も公演を続け、三味線や民謡の指導を行っている"><img src="https://d-commons.info/upload/4/378/thumbnails/125543.jpg" alt="【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】" title="【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125543">【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125543">2023/10/29開催
【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】
主催:糸のまち・こもろプロジェクト
共催:諸公民館
お問い合わせ:事務局 栁沢浩一(090-7265-1315)
後援:信濃毎日新聞社・小諸新聞・東信ジャーナル社・小諸市教育委員会・(株)コミュニティテレビこもろ・(株)純水館・純水館資料館・氷風穴の里保存会・週刊さくだいら

【内容】
「諸を語り唄～絹の奏で　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)」
　坂本 明央氏は青森県北津軽郡坂柳町出身。民謡全国大会連続優勝後、クラウンレコードよりデビューし、全国ツアーを開催。津軽三味線名人藤田淳一師の門下生となり、日本コロムビアより「津軽を弾いて津軽を唄う」を発売。平成12年に小諸市に移住、津軽じょんがら座を設立。現在も公演を続け、三味線や民謡の指導を行っている</a></td><td class="date">2023-10-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125470">57</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">58</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。
<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</a></td><td class="date">2023-10-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125326">59</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/125326.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「竹中丈二／藤本蚕業史料の魅力@キモノマルシェ2023」<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/4lzTeQu2qCQ?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
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）"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125326.jpg" alt="竹中丈二／藤本蚕業史料の魅力@キモノマルシェ2023" title="竹中丈二／藤本蚕業史料の魅力@キモノマルシェ2023" width="100"></a></td><td class="title"><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></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125326"><iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/4lzTeQu2qCQ?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
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=125302">60</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/191/125302.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田年表」<div align=center><table bgcolor=beige border=1 bordercolor=red><tr><td><h1><a href=http://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/files/pdf/docs/santo_2dnenpyo.pdf>蚕都上田年表を見る</a></h1></td></tr></table></div>
歴史を学ぶ楽しさを知っていただく「はじめの一歩」として、「蚕都」の歴史・文化に関わる「年表」をご用意しました。様々な「ものがたり」を紡ぎだす歴史をあなたも発見してみませんか？
（年表解説文から編集）

参考資料『上田市誌』他
制作・発行　蚕都上田プロジェクト
発行日　2012年3月30日"><img src="https://d-commons.info/upload/4/191/thumbnails/125302.jpg" alt="蚕都上田年表" title="蚕都上田年表" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125302">蚕都上田年表</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125302"><div align=center><table bgcolor=beige border=1 bordercolor=red><tr><td><h1><a href=http://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/files/pdf/docs/santo_2dnenpyo.pdf>蚕都上田年表を見る</a></h1></td></tr></table></div>
歴史を学ぶ楽しさを知っていただく「はじめの一歩」として、「蚕都」の歴史・文化に関わる「年表」をご用意しました。様々な「ものがたり」を紡ぎだす歴史をあなたも発見してみませんか？
（年表解説文から編集）

参考資料『上田市誌』他
制作・発行　蚕都上田プロジェクト
発行日　2012年3月30日</a></td><td class="date">2023-10-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125299">61</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/125299.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「「蚕都上田マップ」長野大学附属図書館に設置」長野大学附属図書館の地域資料室に「蚕都上田マップ」を設置しました。地図は２種類あります。横1.8m/縦2.8mの巨大マップです。それぞれのPDFマップは下のリンクからも参照できます。

<a href=http://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/files/pdf/santomap/a1.pdf><b>★市街図(明治～昭和)</b></a>
1928年(昭和3年)の「上田市全図」に土地利用を色分け蚕糸業スポットをポインティングしました。蚕糸業で栄えた上田の絶頂期の記録です。

<a href=http://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/files/pdf/santomap/a2.pdf><b>★上小地域(明治～昭和)</b></a>
日本一の蚕種製造地であった塩尻地区、製糸業で栄えた丸子地区にフォーカスを当てています。

これらのマップは蚕都上田プロジェクト(代表：前川道博)が2010年に作成したものです。当時日本地理学会会長だった斎藤功先生(故人、当時は環境ツーリズ"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125299.jpg" alt="「蚕都上田マップ」長野大学附属図書館に設置" title="「蚕都上田マップ」長野大学附属図書館に設置" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125299">「蚕都上田マップ」長野大学附属図書館に設置</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125299">長野大学附属図書館の地域資料室に「蚕都上田マップ」を設置しました。地図は２種類あります。横1.8m/縦2.8mの巨大マップです。それぞれのPDFマップは下のリンクからも参照できます。

<a href=http://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/files/pdf/santomap/a1.pdf><b>★市街図(明治～昭和)</b></a>
1928年(昭和3年)の「上田市全図」に土地利用を色分け蚕糸業スポットをポインティングしました。蚕糸業で栄えた上田の絶頂期の記録です。

<a href=http://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/files/pdf/santomap/a2.pdf><b>★上小地域(明治～昭和)</b></a>
日本一の蚕種製造地であった塩尻地区、製糸業で栄えた丸子地区にフォーカスを当てています。

これらのマップは蚕都上田プロジェクト(代表：前川道博)が2010年に作成したものです。当時日本地理学会会長だった斎藤功先生(故人、当時は環境ツーリズ</a></td><td class="date">2023-10-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125060">62</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/125060.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「岡谷蚕糸博物館を視察、意見交換」★<a href=https://silkfact.jp/>岡谷蚕糸博物館</a>
先日9/1、前川ゼミの学生と岡谷蚕糸博物館を訪問し、バックヤードの視察、所蔵資料のデジタルアーカイブ化に関する意見交換を行ってきました。

博物館の業務は一般的には資料収集・保存、調査研究、展示が主になります。現代においては社会のデジタル化が進展し、博物館法も改正され、登録博物館に対してはデジタルアーカイブ業務が義務付けられました。GIGAスクールが全国で実施された状況も重なり、デジタル社会への博物館の対応は待ったなしの課題です。その先に博物館DX (Digital Transformation)があります。その方向を視座に入れていくことがこれからの博物館には求められます。言い方を変えると、これまで以上に博物館を利用する人が増える、利用形態はネットなども使ったハイブリッドな形態とな"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125060.jpg" alt="岡谷蚕糸博物館を視察、意見交換" title="岡谷蚕糸博物館を視察、意見交換" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125060">岡谷蚕糸博物館を視察、意見交換</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125060">★<a href=https://silkfact.jp/>岡谷蚕糸博物館</a>
先日9/1、前川ゼミの学生と岡谷蚕糸博物館を訪問し、バックヤードの視察、所蔵資料のデジタルアーカイブ化に関する意見交換を行ってきました。

博物館の業務は一般的には資料収集・保存、調査研究、展示が主になります。現代においては社会のデジタル化が進展し、博物館法も改正され、登録博物館に対してはデジタルアーカイブ業務が義務付けられました。GIGAスクールが全国で実施された状況も重なり、デジタル社会への博物館の対応は待ったなしの課題です。その先に博物館DX (Digital Transformation)があります。その方向を視座に入れていくことがこれからの博物館には求められます。言い方を変えると、これまで以上に博物館を利用する人が増える、利用形態はネットなども使ったハイブリッドな形態とな</a></td><td class="date">2023-09-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=124960">63</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/icon_doc.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「2023年度前川ゼミ前期活動まとめ」前期末での発表資料です。"><img src="https://d-commons.info/img/icon_doc.gif" alt="2023年度前川ゼミ前期活動まとめ" title="2023年度前川ゼミ前期活動まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=124960">2023年度前川ゼミ前期活動まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=124960">前期末での発表資料です。</a></td><td class="date">2023-08-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=124959">64</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「クイズで楽しく学ぶ、上田市歴史クイズ～上田市誌年表の活用～」せっかく貴重で重要な資料でも、触れられなかったらもったいない！
上田市の歴史クイズをデジタルで解けるようにする提案です！"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="クイズで楽しく学ぶ、上田市歴史クイズ～上田市誌年表の活用～" title="クイズで楽しく学ぶ、上田市歴史クイズ～上田市誌年表の活用～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=124959">クイズで楽しく学ぶ、上田市歴史クイズ～上田市誌年表の活用～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=124959">せっかく貴重で重要な資料でも、触れられなかったらもったいない！
上田市の歴史クイズをデジタルで解けるようにする提案です！</a></td><td class="date">2023-08-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=124957">65</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/icon_ppt.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州上田デジタルマップで記事を投稿したい方へ」　近年、様々な情報がインターネット上に投稿され、不特定多数の人に共有されている。そのため、インターネットの検索機能を使えばどんな内容であれ見つけることが可能なように感じられる。しかし実際のところ、インターネット上に投稿されていない、調べても見つからない情報は２０２３年現在でも多くある。例えば、私の祖父が住んでいた上田市の常盤町という地域では、創立３０年、５０年、６０年を記念した地域の情報をまとめた冊子が配られていた。この情報はインターネット上で検索を行っても、常盤町の歴史どころか「常盤町○年のあゆみ」が配られていた事すら、見つけることが出来なかった。こういった冊子は、誰かが保存していなければ後生には残らず、誰かが共有しなければ存在すら忘れられる。
そういった資料をお持ちの方"><img src="https://d-commons.info/img/icon_ppt.gif" alt="信州上田デジタルマップで記事を投稿したい方へ" title="信州上田デジタルマップで記事を投稿したい方へ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=124957">信州上田デジタルマップで記事を投稿したい方へ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=124957">　近年、様々な情報がインターネット上に投稿され、不特定多数の人に共有されている。そのため、インターネットの検索機能を使えばどんな内容であれ見つけることが可能なように感じられる。しかし実際のところ、インターネット上に投稿されていない、調べても見つからない情報は２０２３年現在でも多くある。例えば、私の祖父が住んでいた上田市の常盤町という地域では、創立３０年、５０年、６０年を記念した地域の情報をまとめた冊子が配られていた。この情報はインターネット上で検索を行っても、常盤町の歴史どころか「常盤町○年のあゆみ」が配られていた事すら、見つけることが出来なかった。こういった冊子は、誰かが保存していなければ後生には残らず、誰かが共有しなければ存在すら忘れられる。
そういった資料をお持ちの方</a></td><td class="date">2023-08-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55524">66</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/672/055524.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前川ゼミ中間報告」先週の7月24日(月)に前川ゼミの中間報告会が行われ、前期に行った活動の発表をしました。
その時の発表資料です。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="前川ゼミ中間報告" title="前川ゼミ中間報告" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55524">前川ゼミ中間報告</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55524">先週の7月24日(月)に前川ゼミの中間報告会が行われ、前期に行った活動の発表をしました。
その時の発表資料です。</a></td><td class="date">2023-07-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55507">67</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/677/055507.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「１信濃国分寺（重要文化財）」奈良時代に建立された天台宗の寺院。承平の乱で燃えてなくなってしまったが室町時代に今の場所に再建された。蘇民将来符という疫病や災難を避けて福を招くといわれる護符
が有名で、正月の縁日にのみ手に入れることができる。
お寺は無料で参拝することができるが、信濃国分寺資料館は小中学性60円、学生180円、一般250円の入館料が必要。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="１信濃国分寺（重要文化財）" title="１信濃国分寺（重要文化財）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55507">１信濃国分寺（重要文化財）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55507">奈良時代に建立された天台宗の寺院。承平の乱で燃えてなくなってしまったが室町時代に今の場所に再建された。蘇民将来符という疫病や災難を避けて福を招くといわれる護符
が有名で、正月の縁日にのみ手に入れることができる。
お寺は無料で参拝することができるが、信濃国分寺資料館は小中学性60円、学生180円、一般250円の入館料が必要。</a></td><td class="date">2023-07-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55496">68</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/654/055496.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「2023前川ゼミ前期中間発表資料」7/24に前川ゼミ中間発表が行われました。
その時の発表資料になります。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="2023前川ゼミ前期中間発表資料" title="2023前川ゼミ前期中間発表資料" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55496">2023前川ゼミ前期中間発表資料</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55496">7/24に前川ゼミ中間発表が行われました。
その時の発表資料になります。</a></td><td class="date">2023-07-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55380">69</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=55323">70</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/660/055323.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ふじのくに田子の浦みなと公園」歴史学習施設ディアナ号
無人の展示施設で、再現ビデオや資料などが展示されている。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="ふじのくに田子の浦みなと公園" title="ふじのくに田子の浦みなと公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55323">ふじのくに田子の浦みなと公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55323">歴史学習施設ディアナ号
無人の展示施設で、再現ビデオや資料などが展示されている。</a></td><td class="date">2023-05-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55288">71</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/387/055288.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「着物の雛形」明治の終わり頃から大正時代にかけて服装の主流は着物を主体とした和服でありました。この当時小学校を始め方々に裁縫教室が開かれており、大勢の女の子たちが学んでいました。
ここに展示してあるものは、信濃裁縫女学校（現長野女子高校）において、生徒たちが実物を作る前に雛形として作ったものです。
およそ80年くらい前の着物類の流行やファッションの一端が知れる格好な資料と言えます"><img src="https://d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/055288.jpg" alt="着物の雛形" title="着物の雛形" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55288">着物の雛形</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55288">明治の終わり頃から大正時代にかけて服装の主流は着物を主体とした和服でありました。この当時小学校を始め方々に裁縫教室が開かれており、大勢の女の子たちが学んでいました。
ここに展示してあるものは、信濃裁縫女学校（現長野女子高校）において、生徒たちが実物を作る前に雛形として作ったものです。
およそ80年くらい前の着物類の流行やファッションの一端が知れる格好な資料と言えます</a></td><td class="date">2023-05-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55185">72</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/055185.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中山道69次資料館」4/30(日)、軽井沢町追分にある中山道69次資料館を訪れました。上田から軽井沢をつなぐ浅間サンラインはその終点で国道18号線に合流します。中山道69次資料館はその合流点の突き当りにあります。軽井沢に行くたび、その前を通過しながら、これまで資料館を訪れる機会がありませんでした。

★<a href=http://nakasendo69.sakura.ne.jp/>中山道69次資料館</a>

私設の資料館です。冬期は休館し、ゴールデンウィーク初日の4/29に開館したとのこと。館長さんのこだわりから展示が構成されており、非常に面白いものながら、時間の限りもあってじっくりと見学するというわけにもいきません。

江戸・京都間を結ぶ東海道53次に対して中山道は69次。数が多い。いずれも浮世絵によっても知られています。東海道は広重の作。では中山道は？　英泉の作です。英泉は知り"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/055185.jpg" alt="中山道69次資料館" title="中山道69次資料館" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55185">中山道69次資料館</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55185">4/30(日)、軽井沢町追分にある中山道69次資料館を訪れました。上田から軽井沢をつなぐ浅間サンラインはその終点で国道18号線に合流します。中山道69次資料館はその合流点の突き当りにあります。軽井沢に行くたび、その前を通過しながら、これまで資料館を訪れる機会がありませんでした。

★<a href=http://nakasendo69.sakura.ne.jp/>中山道69次資料館</a>

私設の資料館です。冬期は休館し、ゴールデンウィーク初日の4/29に開館したとのこと。館長さんのこだわりから展示が構成されており、非常に面白いものながら、時間の限りもあってじっくりと見学するというわけにもいきません。

江戸・京都間を結ぶ東海道53次に対して中山道は69次。数が多い。いずれも浮世絵によっても知られています。東海道は広重の作。では中山道は？　英泉の作です。英泉は知り</a></td><td class="date">2023-05-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54626">73</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">74</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">75</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=54561">76</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/054561.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「講義「信州上田学A」報告」2023/02/11信州上田学成果発表会資料"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/054561.jpg" alt="講義「信州上田学A」報告" title="講義「信州上田学A」報告" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54561">講義「信州上田学A」報告</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54561">2023/02/11信州上田学成果発表会資料</a></td><td class="date">2023-02-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54534">77</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=54510">78</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=54507">79</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/631/054507.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「養蚕演劇「蚕影様物語」」小説の物語の説明に出てきた養蚕演劇とは、養蚕に関わった人々の暮らしや養蚕の歴史をテーマとした演劇である。それは現在でも公演されており、近いところだと2023年3月に群馬県高崎市で公演がある。これは、明治期に雹害により大きな被害を受けた、群馬県の養蚕農家の惨状を後世に伝える物語だ。

参考サイト：高崎市ホームページ

▼この資料は以下から参照できます。
養蚕演劇「蚕影様物語」
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2022120100055/
（2023/02/06閲覧）"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="養蚕演劇「蚕影様物語」" title="養蚕演劇「蚕影様物語」" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54507">養蚕演劇「蚕影様物語」</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54507">小説の物語の説明に出てきた養蚕演劇とは、養蚕に関わった人々の暮らしや養蚕の歴史をテーマとした演劇である。それは現在でも公演されており、近いところだと2023年3月に群馬県高崎市で公演がある。これは、明治期に雹害により大きな被害を受けた、群馬県の養蚕農家の惨状を後世に伝える物語だ。

参考サイト：高崎市ホームページ

▼この資料は以下から参照できます。
養蚕演劇「蚕影様物語」
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2022120100055/
（2023/02/06閲覧）</a></td><td class="date">2023-02-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54504">80</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=54432">81</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">82</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">83</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=54407">84</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「まとめ」長野県郷土料理を調べて可能な限り、実際に食べてみた。
全体を通して保存を意識された味付けが多いということが考えられた。腐る原因となる水分も可能な限り飛ばしているものが多く、結果としてご飯のお供のようなもの味が濃いものが郷土料理として伝承されやすいのではないかと考えた。
授業の資料を建前に色々な長野県の料理を食べることが出来て個人的には大満足だった。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="まとめ" title="まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54407">まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54407">長野県郷土料理を調べて可能な限り、実際に食べてみた。
全体を通して保存を意識された味付けが多いということが考えられた。腐る原因となる水分も可能な限り飛ばしているものが多く、結果としてご飯のお供のようなもの味が濃いものが郷土料理として伝承されやすいのではないかと考えた。
授業の資料を建前に色々な長野県の料理を食べることが出来て個人的には大満足だった。</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54404">85</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/459/054404.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「臼井峠より浅間を見る図〔信州の浮世絵〕」江戸後期の浮世絵師、歌川国芳による風景画。「一勇斎国芳画」とある。

国芳は葛飾北斎、歌川広重らと同時代を生き、豪快な武者絵などで人気を博した。西洋の遠近法や陰影法を取り入れた風景画を描いており、この絵でもそれら技法を駆使して信濃国と上野国の境に位置する臼井峠（碓氷峠）から、浅間山を遠望する雄大な景色を描いている。峠には旅姿の人々や、背に荷を積んだ馬が引かれているのが見える。碓氷峠は当時、中山道においても関東と信濃国や北陸とを結ぶ要所であり、峠の江戸側には関所が置かれて厳しく取り締まられた。また古くから難所として知られ、皇女和宮が徳川家茂に嫁ぐために中山道を通ることが決まると、一部大工事が行われて「和宮道」と呼ばれる多少平易なルートが開拓された。

URL：https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommo"><img src="https://d-commons.info/upload/4/459/thumbnails/054404.png" alt="臼井峠より浅間を見る図〔信州の浮世絵〕" title="臼井峠より浅間を見る図〔信州の浮世絵〕" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54404">臼井峠より浅間を見る図〔信州の浮世絵〕</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54404">江戸後期の浮世絵師、歌川国芳による風景画。「一勇斎国芳画」とある。

国芳は葛飾北斎、歌川広重らと同時代を生き、豪快な武者絵などで人気を博した。西洋の遠近法や陰影法を取り入れた風景画を描いており、この絵でもそれら技法を駆使して信濃国と上野国の境に位置する臼井峠（碓氷峠）から、浅間山を遠望する雄大な景色を描いている。峠には旅姿の人々や、背に荷を積んだ馬が引かれているのが見える。碓氷峠は当時、中山道においても関東と信濃国や北陸とを結ぶ要所であり、峠の江戸側には関所が置かれて厳しく取り締まられた。また古くから難所として知られ、皇女和宮が徳川家茂に嫁ぐために中山道を通ることが決まると、一部大工事が行われて「和宮道」と呼ばれる多少平易なルートが開拓された。

URL：https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommo</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54403">86</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/459/054403.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「桔梗ヶ原〔信州の浮世絵〕」江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政6年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。「桔梗の原」は天文年間（1532～55）に武田信玄と小笠原長時が相対した合戦場で、左にある「勘助子そだての松」は、合戦の最中に山本勘助が乳児を救い、その根元に置いて戦の後に戻ったところ、松の葉から落ちる雫を母親の乳房から出る乳のように口に含んでいたという伝説がある。その後、中山道の一里塚が築かれた。江戸日本橋の基点から59番目、江戸へ55里、京へ85里の道標で、塩尻市宗賀平出には、道を挟んだもう一方の塚が松の木とともに残されており、現存する数少ない一対"><img src="https://d-commons.info/upload/4/459/thumbnails/054403.png" alt="桔梗ヶ原〔信州の浮世絵〕" title="桔梗ヶ原〔信州の浮世絵〕" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54403">桔梗ヶ原〔信州の浮世絵〕</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54403">江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政6年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。「桔梗の原」は天文年間（1532～55）に武田信玄と小笠原長時が相対した合戦場で、左にある「勘助子そだての松」は、合戦の最中に山本勘助が乳児を救い、その根元に置いて戦の後に戻ったところ、松の葉から落ちる雫を母親の乳房から出る乳のように口に含んでいたという伝説がある。その後、中山道の一里塚が築かれた。江戸日本橋の基点から59番目、江戸へ55里、京へ85里の道標で、塩尻市宗賀平出には、道を挟んだもう一方の塚が松の木とともに残されており、現存する数少ない一対</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54401">87</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/459/054401.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「木曽の雪〔信州の浮世絵〕」江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政6年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。

図は、雪に覆われた木曽谷を描いたもの。切り立った斜面の細道を、蓑笠を着け荷を掲げて行く姿がある。当時の木曽路は、中山道の中でも峠道が多く、難所続きだった。川沿いの切り立った断崖に、棚のように張り出して造った道「木曽の桟（かけはし）」も難所の一つとして知られた。丸木の柱に、横に板を並べた簡易な造りだったが正保4年（1647）に通行人の松明の火が落ちて焼失。後に石垣を築いて再建され、現在は国道の下に石垣の一部が保存されている。松尾芭蕉が「更級紀"><img src="https://d-commons.info/upload/4/459/thumbnails/054401.png" alt="木曽の雪〔信州の浮世絵〕" title="木曽の雪〔信州の浮世絵〕" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54401">木曽の雪〔信州の浮世絵〕</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54401">江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政6年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。

図は、雪に覆われた木曽谷を描いたもの。切り立った斜面の細道を、蓑笠を着け荷を掲げて行く姿がある。当時の木曽路は、中山道の中でも峠道が多く、難所続きだった。川沿いの切り立った断崖に、棚のように張り出して造った道「木曽の桟（かけはし）」も難所の一つとして知られた。丸木の柱に、横に板を並べた簡易な造りだったが正保4年（1647）に通行人の松明の火が落ちて焼失。後に石垣を築いて再建され、現在は国道の下に石垣の一部が保存されている。松尾芭蕉が「更級紀</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54399">88</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/459/054399.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戸隠山九頭龍大権現〔信州の浮世絵〕」江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政6年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。徳川家の手厚い保護を受け、戸隠山顕光寺として信仰を集めた神仏混合の時代を描く。九頭龍大権現（現在の九頭龍社）の右に奥院（奥社）、江戸末期の狩野派絵師河鍋暁斎作の「龍の天井絵」がある中院（中社）、右下の石階段の先が宝光院（宝光社）とみられる。参道には杉木立の合間に院坊が立ち並び、参拝者や商人らが行き交う門前町として栄えた当時の様子を描いている。九頭龍社は古くから地主神として祀られてきた。
水の神、雨乞いの神、虫歯の神、縁結びの神として信仰を"><img src="https://d-commons.info/upload/4/459/thumbnails/054399.png" alt="戸隠山九頭龍大権現〔信州の浮世絵〕" title="戸隠山九頭龍大権現〔信州の浮世絵〕" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54399">戸隠山九頭龍大権現〔信州の浮世絵〕</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54399">江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政6年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。徳川家の手厚い保護を受け、戸隠山顕光寺として信仰を集めた神仏混合の時代を描く。九頭龍大権現（現在の九頭龍社）の右に奥院（奥社）、江戸末期の狩野派絵師河鍋暁斎作の「龍の天井絵」がある中院（中社）、右下の石階段の先が宝光院（宝光社）とみられる。参道には杉木立の合間に院坊が立ち並び、参拝者や商人らが行き交う門前町として栄えた当時の様子を描いている。九頭龍社は古くから地主神として祀られてきた。
水の神、雨乞いの神、虫歯の神、縁結びの神として信仰を</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54397">89</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/459/054397.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「善光寺道久須里山〔信州の浮世絵〕」江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政６年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。「久須里山」は善光寺の北、長野市浅川にある薬山。この中腹の断崖絶壁に大同２年（807）に懸崖造りの薬師堂が創建された。絶壁から迫り出した部分は支える柱もなく、ぶらぶらと揺れることから「ぶらん堂」と呼ばれ、現在の呼称「ブランド薬師」となったとされる。弘化4年（1847）の善光寺地震で崩落したが、文久元年（1861）に再建された。

URL：https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/museum_history/03CP1443040000
施設名：長野県立歴史館
参考資料先：信州デジタルコモンズ"><img src="https://d-commons.info/upload/4/459/thumbnails/054397.png" alt="善光寺道久須里山〔信州の浮世絵〕" title="善光寺道久須里山〔信州の浮世絵〕" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54397">善光寺道久須里山〔信州の浮世絵〕</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54397">江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政６年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。「久須里山」は善光寺の北、長野市浅川にある薬山。この中腹の断崖絶壁に大同２年（807）に懸崖造りの薬師堂が創建された。絶壁から迫り出した部分は支える柱もなく、ぶらぶらと揺れることから「ぶらん堂」と呼ばれ、現在の呼称「ブランド薬師」となったとされる。弘化4年（1847）の善光寺地震で崩落したが、文久元年（1861）に再建された。

URL：https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/museum_history/03CP1443040000
施設名：長野県立歴史館
参考資料先：信州デジタルコモンズ</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54382">90</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/631/054382.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「サントミューゼ」上田市には上田市交流文化センター「サントミューゼ」がある。サントミューゼという名前は「蚕都（さんと）」に由来する。立派な大ホールでは、しばしばミュージカル、演劇など様々な芸術を鑑賞することができるので、興味を持った方がいたらぜひ足を運んでほしい。

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
yin「市民の交流の場　サントミューゼ」
https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=11229
（2023/01/27）


以上のことから、上田と養蚕は切っても切れない関係であることがわかった。上田市の発展は、養蚕の発展によるものと言っても過言ではない。また、養蚕と演劇にも関係があることがわかった。演劇は、リアルに、生で感情や想いを伝えられる・受けとれる手段であり、養蚕の歴史を残すための手"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="サントミューゼ" title="サントミューゼ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54382">サントミューゼ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54382">上田市には上田市交流文化センター「サントミューゼ」がある。サントミューゼという名前は「蚕都（さんと）」に由来する。立派な大ホールでは、しばしばミュージカル、演劇など様々な芸術を鑑賞することができるので、興味を持った方がいたらぜひ足を運んでほしい。

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
yin「市民の交流の場　サントミューゼ」
https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=11229
（2023/01/27）


以上のことから、上田と養蚕は切っても切れない関係であることがわかった。上田市の発展は、養蚕の発展によるものと言っても過言ではない。また、養蚕と演劇にも関係があることがわかった。演劇は、リアルに、生で感情や想いを伝えられる・受けとれる手段であり、養蚕の歴史を残すための手</a></td><td class="date">2023-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54374">91</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/173/054374.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「こね鉢」上田博物館の資料である。
そば、うどん、団子などを作るときに、粉に水分を加えて、粘りけを出すためにこねるが、このときに用いる鉢。これは木をえぐった鉢だそうだ。

この時点では、まだ、そば一筋ではなく、うどんが生きている。

https://museum.umic.jp/hakubutsukan/collection/item/0111.html"><img src="https://d-commons.info/upload/4/173/thumbnails/054374.jpg" alt="こね鉢" title="こね鉢" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54374">こね鉢</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54374">上田博物館の資料である。
そば、うどん、団子などを作るときに、粉に水分を加えて、粘りけを出すためにこねるが、このときに用いる鉢。これは木をえぐった鉢だそうだ。

この時点では、まだ、そば一筋ではなく、うどんが生きている。

https://museum.umic.jp/hakubutsukan/collection/item/0111.html</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54365">92</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">93</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=54322">94</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/657/054322.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小林一茶　一茶一代」小林一茶の詩や俳句がまとめられている資料である。
収録数は前編の発句が春、夏、秋の部がそれぞれ約1000、冬の部は約800、雑の部は22。俳諧歌は春の部62、夏の部30、秋の部54、冬の部28、雑の部59。文章は60。尺牘（手紙の類）は16。茶話は6。連句は春の部18、夏の部13、秋の部39、冬の部40、雑の部3。後編は発句が春の部120、夏の部95、秋の部101、冬の部49。連句は春の部3、秋の部５、冬の部２となっている。（信州デジタルコモンズより引用）
それぞれの編を春夏秋冬と編纂しているのがいかにもは俳諧師という感じがする。この集は一茶本人が出版したものではなく、一茶の息子である直樹が出版したもの。
読み物としてはほとんど古語で書かれているため、かなり難読で、アマゾンなどで現代語訳されたものが販売されているため、読んでみたいと"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="小林一茶　一茶一代" title="小林一茶　一茶一代" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54322">小林一茶　一茶一代</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54322">小林一茶の詩や俳句がまとめられている資料である。
収録数は前編の発句が春、夏、秋の部がそれぞれ約1000、冬の部は約800、雑の部は22。俳諧歌は春の部62、夏の部30、秋の部54、冬の部28、雑の部59。文章は60。尺牘（手紙の類）は16。茶話は6。連句は春の部18、夏の部13、秋の部39、冬の部40、雑の部3。後編は発句が春の部120、夏の部95、秋の部101、冬の部49。連句は春の部3、秋の部５、冬の部２となっている。（信州デジタルコモンズより引用）
それぞれの編を春夏秋冬と編纂しているのがいかにもは俳諧師という感じがする。この集は一茶本人が出版したものではなく、一茶の息子である直樹が出版したもの。
読み物としてはほとんど古語で書かれているため、かなり難読で、アマゾンなどで現代語訳されたものが販売されているため、読んでみたいと</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54319">95</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/653/054319.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「はじめに」西塩田時報の斜め読みで見つけた「うつかり喰へない菓子」という記事に面白みを感じ、当時の食生活をテーマにキュレーションを行うことにした。
時代の変化に伴う食生活の違いに興味を持ったため「戦前と戦後の食生活の違い」をテーマに記事をまとめた。
各記事の説明欄には、当該資料の私なりの要約が書かれている。
「終わりに」には資料を読んだ私なりの考察が書かれている。"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="はじめに" title="はじめに" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54319">はじめに</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54319">西塩田時報の斜め読みで見つけた「うつかり喰へない菓子」という記事に面白みを感じ、当時の食生活をテーマにキュレーションを行うことにした。
時代の変化に伴う食生活の違いに興味を持ったため「戦前と戦後の食生活の違い」をテーマに記事をまとめた。
各記事の説明欄には、当該資料の私なりの要約が書かれている。
「終わりに」には資料を読んだ私なりの考察が書かれている。</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54315">96</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/621/054315.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦時版の新聞③「プロパガンダ映画」とまとめ」映画までもプロパガンダとして利用されていたことが分かる記事である。
イギリス領インドの青年を日本人(岡倉天心等)が助けるといった内容であると書かれている。
実際の人物までもプロパガンダ映画で使われていたことに驚いた。
岡倉天心の「東洋は一つ」という言葉を都合よく解釈し、戦争に利用したように感じる。

参考サイト
<a href=https://www.chunichi.co.jp/article/99966>【戦後７５年】戦時中の中部日本新聞をＰＤＦで読んでみよう</a>
2023年1月31日閲覧


▼この資料は以下から参照できます。
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					<ul><li><a href="?c=&s=歴史">歴史(67)</a></li><li><a href="?c=&s=長野大学">長野大学(57)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市">上田市(25)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市公文書館">上田市公文書館(25)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルアーカイブ">デジタルアーカイブ(24)</a></li><li><a href="?c=&s=公文書">公文書(21)</a></li><li><a href="?c=&s=大学広報改善">大学広報改善(20)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造">蚕種製造(18)</a></li><li><a href="?c=&s=図書館">図書館(18)</a></li><li><a href="?c=&s=前川道博">前川道博(17)</a></li><li><a href="?c=&s=地域課題">地域課題(17)</a></li><li><a href="?c=&s=文書">文書(16)</a></li><li><a href="?c=&s=近代">近代(16)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻">上塩尻(15)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本蚕業歴史館">藤本蚕業歴史館(14)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルコモンズ">デジタルコモンズ(14)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学習">地域学習(14)</a></li><li><a href="?c=&s=信州上田学">信州上田学(12)</a></li><li><a href="?c=&s=一次資料">一次資料(12)</a></li><li><a href="?c=&s=地域資料">地域資料(11)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田時報">西塩田時報(11)</a></li><li><a href="?c=&s=群馬県">群馬県(11)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕都上田">蚕都上田(9)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸業">蚕糸業(9)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学">地域学(9)</a></li><li><a href="?c=&s=学生">学生(9)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸市">小諸市(9)</a></li><li><a href="?c=&s=プロジェクト研究">プロジェクト研究(9)</a></li><li><a href="?c=&s=キュレーション">キュレーション(8)</a></li><li><a href="?c=&s=近代史">近代史(7)</a></li><li><a href="?c=&s=明治時代">明治時代(7)</a></li><li><a href="?c=&s=別所温泉">別所温泉(7)</a></li><li><a href="?c=&s=山本鼎">山本鼎(6)</a></li><li><a href="?c=&s=地域史">地域史(6)</a></li><li><a href="?c=&s=市民キュレーション">市民キュレーション(6)</a></li><li><a href="?c=&s=古墳">古墳(6)</a></li><li><a href="?c=&s=地域メディア">地域メディア(6)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸">小諸(6)</a></li><li><a href="?c=&s=上田">上田(6)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻地区">塩尻地区(5)</a></li><li><a href="?c=&s=博物館">博物館(5)</a></li><li><a href="?c=&s=泉田村">泉田村(5)</a></li><li><a href="?c=&s=大正時代">大正時代(5)</a></li><li><a href="?c=&s=高崎市">高崎市(5)</a></li><li><a href="?c=&s=重要文化財">重要文化財(5)</a></li><li><a href="?c=&s=私の地域探求">私の地域探求(5)</a></li><li><a href="?c=&s=資料">資料(5)</a></li><li><a href="?c=&s=前川ゼミ">前川ゼミ(5)</a></li><li><a href="?c=&s=戦争">戦争(5)</a></li><li><a href="?c=&s=芸術">芸術(5)</a></li><li><a href="?c=&s=浮世絵">浮世絵(5)</a></li><li><a href="?c=&s=マンホール">マンホール(5)</a></li><li><a href="?c=&s=資料館">資料館(4)</a></li><li><a href="?c=&s=地図">地図(4)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本善右衛門">藤本善右衛門(4)</a></li><li><a href="?c=&s=日本博覧図">日本博覧図(4)</a></li><li><a href="?c=&s=真田氏">真田氏(4)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルアーキビスト">デジタルアーキビスト(4)</a></li><li><a href="?c=&s=研究発表">研究発表(4)</a></li><li><a href="?c=&s=大洗">大洗(4)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史資料">歴史資料(4)</a></li><li><a href="?c=&s=課題発見ゼミナール">課題発見ゼミナール(4)</a></li><li><a href="?c=&s=企業情報学部">企業情報学部(4)</a></li><li><a href="?c=&s=課題発見">課題発見(4)</a></li><li><a href="?c=&s=長野大学附属図書館">長野大学附属図書館(4)</a></li><li><a href="?c=&s=elaboration">elaboration(4)</a></li><li><a href="?c=&s=地域キュレーション">地域キュレーション(4)</a></li><li><a href="?c=&s=文書館">文書館(4)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県立歴史館">長野県立歴史館(4)</a></li><li><a href="?c=&s=佐久市">佐久市(3)</a></li><li><a href="?c=&s=学校">学校(3)</a></li><li><a href="?c=&s=まちあるき">まちあるき(3)</a></li><li><a href="?c=&s=静岡県">静岡県(3)</a></li><li><a href="?c=&s=神川小学校">神川小学校(3)</a></li><li><a href="?c=&s=銅版画">銅版画(3)</a></li><li><a href="?c=&s=時報">時報(3)</a></li><li><a href="?c=&s=情報通信文化論">情報通信文化論(3)</a></li><li><a href="?c=&s=生涯学習">生涯学習(3)</a></li><li><a href="?c=&s=上田紬">上田紬(3)</a></li><li><a href="?c=&s=埴輪">埴輪(3)</a></li><li><a href="?c=&s=遺跡">遺跡(3)</a></li><li><a href="?c=&s=地域">地域(3)</a></li><li><a href="?c=&s=西部地域">西部地域(3)</a></li><li><a href="?c=&s=西部地区">西部地区(3)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県">長野県(3)</a></li><li><a href="?c=&s=南牧村と満蒙開拓">南牧村と満蒙開拓(3)</a></li><li><a href="?c=&s=イベント">イベント(3)</a></li><li><a href="?c=&s=公文書館">公文書館(3)</a></li><li><a href="?c=&s=糸のまち・こもろプロジェクト">糸のまち・こもろプロジェクト(3)</a></li><li><a href="?c=&s=渋沢栄一">渋沢栄一(3)</a></li><li><a href="?c=&s=ため池">ため池(3)</a></li><li><a href="?c=&s=麻績村">麻績村(3)</a></li><li><a href="?c=&s=聖高原">聖高原(3)</a></li><li><a href="?c=&s=常滑">常滑(2)</a></li><li><a href="?c=&s=タイル">タイル(2)</a></li><li><a href="?c=&s=体験">体験(2)</a></li><li><a href="?c=&s=須坂市">須坂市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=臥竜公園">臥竜公園(2)</a></li><li><a href="?c=&s=生糸輸出">生糸輸出(2)</a></li><li><a href="?c=&s=明治">明治(2)</a></li><li><a href="?c=&s=滝澤主税">滝澤主税(2)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県地名研究所">長野県地名研究所(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地名">地名(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市史">上田市史(2)</a></li><li><a href="?c=&s=松平忠固">松平忠固(2)</a></li><li><a href="?c=&s=信州大学繊維学部">信州大学繊維学部(2)</a></li><li><a href="?c=&s=神川">神川(2)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田地区振興会">西塩田地区振興会(2)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田青年団">西塩田青年団(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田小県近現代史研究会">上田小県近現代史研究会(2)</a></li><li><a href="?c=&s=川辺村">川辺村(2)</a></li><li><a href="?c=&s=道路敷設">道路敷設(2)</a></li><li><a href="?c=&s=別所村">別所村(2)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃国分寺">信濃国分寺(2)</a></li><li><a href="?c=&s=生糸">生糸(2)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術">農民美術(2)</a></li><li><a href="?c=&s=伝統">伝統(2)</a></li><li><a href="?c=&s=工芸">工芸(2)</a></li><li><a href="?c=&s=伊勢崎市">伊勢崎市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=太田市">太田市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=水鳥">水鳥(2)</a></li><li><a href="?c=&s=国宝">国宝(2)</a></li><li><a href="?c=&s=縄文時代">縄文時代(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蟹沢古墳">蟹沢古墳(2)</a></li><li><a href="?c=&s=製糸業">製糸業(2)</a></li><li><a href="?c=&s=岡谷蚕糸博物館">岡谷蚕糸博物館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=山本鼎の部屋">山本鼎の部屋(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学講座">地域学講座(2)</a></li><li><a href="?c=&s=文化遺産">文化遺産(2)</a></li><li><a href="?c=&s=メディア環境">メディア環境(2)</a></li><li><a href="?c=&s=音楽">音楽(2)</a></li><li><a href="?c=&s=昭和時代">昭和時代(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田城">上田城(2)</a></li><li><a href="?c=&s=知識循環型社会">知識循環型社会(2)</a></li><li><a href="?c=&s=前橋市">前橋市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸">蚕糸(2)</a></li><li><a href="?c=&s=撮影">撮影(2)</a></li><li><a href="?c=&s=野澤敬">野澤敬(2)</a></li><li><a href="?c=&s=学生発表会">学生発表会(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地域活性化">地域活性化(2)</a></li><li><a href="?c=&s=発表会">発表会(2)</a></li><li><a href="?c=&s=キュレーション学習">キュレーション学習(2)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻小学校">塩尻小学校(2)</a></li><li><a href="?c=&s=郷土資料館">郷土資料館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=温泉">温泉(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地域づくり">地域づくり(2)</a></li><li><a href="?c=&s=満州移民">満州移民(2)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタル化">デジタル化(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地域アーカイブ">地域アーカイブ(2)</a></li><li><a href="?c=&s=d-commonsプロジェクト">d-commonsプロジェクト(2)</a></li><li><a href="?c=&s=d-commons.net">d-commons.net(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田小県">上田小県(2)</a></li><li><a href="?c=&s=近現代史">近現代史(2)</a></li><li><a href="?c=&s=感染症">感染症(2)</a></li><li><a href="?c=&s=姨捨駅">姨捨駅(2)</a></li><li><a href="?c=&s=スイッチバック">スイッチバック(2)</a></li><li><a href="?c=&s=民間で始まる蚕糸業ものがたり">民間で始まる蚕糸業ものがたり(2)</a></li><li><a href="?c=&s=講演会">講演会(2)</a></li><li><a href="?c=&s=街歩き">街歩き(2)</a></li><li><a href="?c=&s=立科町">立科町(2)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルアーカイブ学会">デジタルアーカイブ学会(2)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルアーキビスト養成講座">デジタルアーキビスト養成講座(2)</a></li><li><a href="?c=&s=着物">着物(2)</a></li><li><a href="?c=&s=アサヒグラフ">アサヒグラフ(2)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田平">塩田平(2)</a></li><li><a href="?c=&s=一般公衆浴場">一般公衆浴場(2)</a></li><li><a href="?c=&s=銭湯">銭湯(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地域探究">地域探究(2)</a></li><li><a href="?c=&s=観光地">観光地(2)</a></li><li><a href="?c=&s=観光スポット">観光スポット(2)</a></li><li><a href="?c=&s=文庫蔵">文庫蔵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=秋和">秋和(1)</a></li><li><a href="?c=&s=記録">記録(1)</a></li><li><a href="?c=&s=秋和村">秋和村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻村">塩尻村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=煙突">煙突(1)</a></li><li><a href="?c=&s=窯">窯(1)</a></li><li><a href="?c=&s=INAX">INAX(1)</a></li><li><a href="?c=&s= LIXIL"> LIXIL(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ミュージアム">ミュージアム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=世界">世界(1)</a></li><li><a href="?c=&s=カラフル">カラフル(1)</a></li><li><a href="?c=&s=広場">広場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=カフェ">カフェ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ショップ">ショップ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お土産">お土産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=豪商の館">豪商の館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=おもちゃ">おもちゃ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=四季">四季(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日本庭園">日本庭園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蔵の街">蔵の街(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史スポット">歴史スポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=田中本家博物館">田中本家博物館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=田中家">田中家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=横浜開港">横浜開港(1)</a></li><li><a href="?c=&s=江戸時代">江戸時代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史文化スポット">歴史文化スポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=沼津市">沼津市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=明治史料館">明治史料館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国重要文化財">国重要文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県宝">長野県宝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=教育">教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=藤の花">藤の花(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国史跡">国史跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田老舗図鑑">上田老舗図鑑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=変遷">変遷(1)</a></li><li><a href="?c=&s=古地図">古地図(1)</a></li><li><a href="?c=&s=老舗">老舗(1)</a></li><li><a href="?c=&s=名家">名家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=店舗">店舗(1)</a></li><li><a href="?c=&s=まちなか">まちなか(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小山一平">小山一平(1)</a></li><li><a href="?c=&s=町名">町名(1)</a></li><li><a href="?c=&s=横浜港">横浜港(1)</a></li><li><a href="?c=&s=開国">開国(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田藩">上田藩(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域の記憶">地域の記憶(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桑園">桑園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=古い写真">古い写真(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域景観">地域景観(1)</a></li><li><a href="?c=&s=工学院大学山崎弘研究室">工学院大学山崎弘研究室(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ミニチュア">ミニチュア(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造民家群">蚕種製造民家群(1)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕民家集落">養蚕民家集落(1)</a></li><li><a href="?c=&s=続錦雑誌">続錦雑誌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕">養蚕(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国立歴史民俗博物館">国立歴史民俗博物館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=博物展示">博物展示(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻文庫蔵">上塩尻文庫蔵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造民家">蚕種製造民家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=景観">景観(1)</a></li><li><a href="?c=&s=古建築">古建築(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕室民家">蚕室民家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田蚕糸専門学校">上田蚕糸専門学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文化財">文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸教育">蚕糸教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大学">大学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=佐藤尾之七">佐藤尾之七(1)</a></li><li><a href="?c=&s=沓掛酒造">沓掛酒造(1)</a></li><li><a href="?c=&s=酒類醸造">酒類醸造(1)</a></li><li><a href="?c=&s=沓掛権右衛門">沓掛権右衛門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃蚕種組合">信濃蚕種組合(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小県郡蚕種同業組合">小県郡蚕種同業組合(1)</a></li><li><a href="?c=&s=工藤善助">工藤善助(1)</a></li><li><a href="?c=&s=田中忠七">田中忠七(1)</a></li><li><a href="?c=&s=倉島弥平">倉島弥平(1)</a></li><li><a href="?c=&s=佐藤郡三">佐藤郡三(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大輪寺">大輪寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大輪精舎">大輪精舎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田昌幸">真田昌幸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=寒松院">寒松院(1)</a></li><li><a href="?c=&s=寺院">寺院(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸窓電車">丸窓電車(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歌舞伎座">歌舞伎座(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生島足島神社">生島足島神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農福連携">農福連携(1)</a></li><li><a href="?c=&s=社会福祉">社会福祉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=合田盛人">合田盛人(1)</a></li><li><a href="?c=&s=総合的な学習の時間">総合的な学習の時間(1)</a></li><li><a href="?c=&s=総合的な探求の時間">総合的な探求の時間(1)</a></li><li><a href="?c=&s=アクティブラーニング">アクティブラーニング(1)</a></li><li><a href="?c=&s=テキスト">テキスト(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学校教育">学校教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域デジタルアーカイブ">地域デジタルアーカイブ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学習支援">学習支援(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小平千文">小平千文(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田自由大学">上田自由大学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃自由大学">信濃自由大学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃黎明会">信濃黎明会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=施設">施設(1)</a></li><li><a href="?c=&s=アーカイブ">アーカイブ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸子郷土博物館">丸子郷土博物館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伊那市">伊那市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=昆虫食">昆虫食(1)</a></li><li><a href="?c=&s=講座">講座(1)</a></li><li><a href="?c=&s=市民キュレーション講座">市民キュレーション講座(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕かひの学">蚕かひの学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃国分寺資料館">信濃国分寺資料館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=八日堂縁日">八日堂縁日(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃国分寺史跡公園">信濃国分寺史跡公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お富士山古墳">お富士山古墳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長持形石棺">長持形石棺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=太田天神山古墳">太田天神山古墳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=綿貫観音山古墳">綿貫観音山古墳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=銅水瓶">銅水瓶(1)</a></li><li><a href="?c=&s=焼町土器">焼町土器(1)</a></li><li><a href="?c=&s=渋川市">渋川市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=道訓前遺跡">道訓前遺跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=深鉢形土器">深鉢形土器(1)</a></li><li><a href="?c=&s=下宿遺跡">下宿遺跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=爪形文土器">爪形文土器(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石槍">石槍(1)</a></li><li><a href="?c=&s=平安時代">平安時代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石鏃">石鏃(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石器">石器(1)</a></li><li><a href="?c=&s=三角縁神獣鏡">三角縁神獣鏡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=卑弥呼">卑弥呼(1)</a></li><li><a href="?c=&s=邪馬台国">邪馬台国(1)</a></li><li><a href="?c=&s=青銅器">青銅器(1)</a></li><li><a href="?c=&s=東吾妻町">東吾妻町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=土偶">土偶(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ハート形土偶">ハート形土偶(1)</a></li><li><a href="?c=&s=郷原遺跡">郷原遺跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田駅">上田駅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=銘菓">銘菓(1)</a></li><li><a href="?c=&s=和菓子">和菓子(1)</a></li><li><a href="?c=&s=くるみそば">くるみそば(1)</a></li><li><a href="?c=&s=うさぎや">うさぎや(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃路うさぎや">信濃路うさぎや(1)</a></li><li><a href="?c=&s=海野町商店街">海野町商店街(1)</a></li><li><a href="?c=&s=海野宿">海野宿(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域探求">地域探求(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山本鼎の会">山本鼎の会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=課題">課題(1)</a></li><li><a href="?c=&s=美術館">美術館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=サントミューゼ">サントミューゼ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=群馬">群馬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上武士天神山古墳">上武士天神山古墳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=盾持人">盾持人(1)</a></li><li><a href="?c=&s=若水塚古墳">若水塚古墳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=後漢">後漢(1)</a></li><li><a href="?c=&s=銅鏡">銅鏡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=内行花文鏡">内行花文鏡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=中国">中国(1)</a></li><li><a href="?c=&s=硬玉製大珠">硬玉製大珠(1)</a></li><li><a href="?c=&s=城下村">城下村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=別所線">別所線(1)</a></li><li><a href="?c=&s=井上透">井上透(1)</a></li><li><a href="?c=&s=メタデータ">メタデータ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=分類">分類(1)</a></li><li><a href="?c=&s=探究計画">探究計画(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域交流">地域交流(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長大サミット">長大サミット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸子">丸子(1)</a></li><li><a href="?c=&s=まりこ">まりこ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸子実業">丸子実業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸子修学館高校">丸子修学館高校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=オンライン講座">オンライン講座(1)</a></li><li><a href="?c=&s=満蒙開拓資料">満蒙開拓資料(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県満蒙開拓史">長野県満蒙開拓史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=南牧村の戦後開拓史">南牧村の戦後開拓史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小学校">小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=殿城">殿城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=殿城村">殿城村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=在外資産補償">在外資産補償(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田町">上田町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田町会議">上田町会議(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田築城">上田築城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田城跡">上田城跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=写真アルバム">写真アルバム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=家">家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=池">池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=屋敷">屋敷(1)</a></li><li><a href="?c=&s=代官">代官(1)</a></li><li><a href="?c=&s=米屋敷">米屋敷(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菊川">菊川(1)</a></li><li><a href="?c=&s=田舎">田舎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木">木(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域情報メディア論">地域情報メディア論(1)</a></li><li><a href="?c=&s=商店街">商店街(1)</a></li><li><a href="?c=&s=萩原朔太郎">萩原朔太郎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=銅像">銅像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=記念館">記念館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=看板">看板(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生家跡">生家跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文学館">文学館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=前橋駅">前橋駅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=郷土資料">郷土資料(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ステンドグラス">ステンドグラス(1)</a></li><li><a href="?c=&s=八丁鎧塚古墳">八丁鎧塚古墳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大きな瓦">大きな瓦(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市公文書館展示">上田市公文書館展示(1)</a></li><li><a href="?c=&s=展示">展示(1)</a></li><li><a href="?c=&s=原本">原本(1)</a></li><li><a href="?c=&s=目録検索システム">目録検索システム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=戌の満水">戌の満水(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ゼミ">ゼミ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=製糸">製糸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=工女">工女(1)</a></li><li><a href="?c=&s=墓">墓(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸萬製糸場">丸萬製糸場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州">信州(1)</a></li><li><a href="?c=&s=産業史">産業史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ポスト蚕糸業">ポスト蚕糸業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸王国信州">蚕糸王国信州(1)</a></li><li><a href="?c=&s=シルクロード">シルクロード(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近代産業">近代産業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史の捉え方">歴史の捉え方(1)</a></li><li><a href="?c=&s=風穴">風穴(1)</a></li><li><a href="?c=&s=オープンデータ">オープンデータ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近現代">近現代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=風穴サミット">風穴サミット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=メディアプランニング">メディアプランニング(1)</a></li><li><a href="?c=&s=広報媒体">広報媒体(1)</a></li><li><a href="?c=&s=改善提案">改善提案(1)</a></li><li><a href="?c=&s=課題分析">課題分析(1)</a></li><li><a href="?c=&s=附属図書館改善提案">附属図書館改善提案(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ツルヤ">ツルヤ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=スーパー">スーパー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=広告">広告(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域探検">地域探検(1)</a></li><li><a href="?c=&s=古民家">古民家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=MALUI連携">MALUI連携(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学習者中心のアーカイブ">学習者中心のアーカイブ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=飯沼郷蔵">飯沼郷蔵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=米蔵">米蔵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市生田">上田市生田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=飯沼">飯沼(1)</a></li><li><a href="?c=&s=年貢米">年貢米(1)</a></li><li><a href="?c=&s=横浜">横浜(1)</a></li><li><a href="?c=&s=前期振り返り">前期振り返り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=YouTube">YouTube(1)</a></li><li><a href="?c=&s=GIGAスクール">GIGAスクール(1)</a></li><li><a href="?c=&s=タブレット">タブレット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸唱歌">小諸唱歌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=氷風穴">氷風穴(1)</a></li><li><a href="?c=&s=純水館">純水館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=舌喰池">舌喰池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ピクニック">ピクニック(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文化">文化(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻">塩尻(1)</a></li><li><a href="?c=&s=道具">道具(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕">蚕(1)</a></li><li><a href="?c=&s=イナゴ">イナゴ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=いなご">いなご(1)</a></li><li><a href="?c=&s=175">175(1)</a></li><li><a href="?c=&s=探求テーマ">探求テーマ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=端山貢明">端山貢明(1)</a></li><li><a href="?c=&s=作曲家">作曲家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=メディア研究">メディア研究(1)</a></li><li><a href="?c=&s=調査研究">調査研究(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田紬　">上田紬　(1)</a></li><li><a href="?c=&s=服">服(1)</a></li><li><a href="?c=&s=専門学校">専門学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田">塩田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=自由大学">自由大学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=坂井村">坂井村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域資源">地域資源(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧中込学校">旧中込学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ボッチャ">ボッチャ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ボランティア">ボランティア(1)</a></li><li><a href="?c=&s=パラウェーブ">パラウェーブ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルアーカイブ学習">デジタルアーカイブ学習(1)</a></li><li><a href="?c=&s=主体的学習">主体的学習(1)</a></li><li><a href="?c=&s=那須与一">那須与一(1)</a></li><li><a href="?c=&s=那須与一宗隆">那須与一宗隆(1)</a></li><li><a href="?c=&s=那須与一宗高">那須与一宗高(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大会">大会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=弓道">弓道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木志津衛">鈴木志津衛(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木幸蔵">鈴木幸蔵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木平吉">鈴木平吉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岡部志津馬">岡部志津馬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岡部九郎兵衛">岡部九郎兵衛(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ソサエティ5.0">ソサエティ5.0(1)</a></li><li><a href="?c=&s=域学連携">域学連携(1)</a></li><li><a href="?c=&s=知識消費型社会">知識消費型社会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=下諏訪町デジタルアルバム">下諏訪町デジタルアルバム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=システム開発">システム開発(1)</a></li><li><a href="?c=&s=分散型地域デジタルコモンズクラウドサービス">分散型地域デジタルコモンズクラウドサービス(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桂木惠">桂木惠(1)</a></li><li><a href="?c=&s=冨田隆順">冨田隆順(1)</a></li><li><a href="?c=&s=清水たか子">清水たか子(1)</a></li><li><a href="?c=&s=スペイン風邪">スペイン風邪(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ジェンダー">ジェンダー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=社会科学の課題">社会科学の課題(1)</a></li><li><a href="?c=&s=自費出版">自費出版(1)</a></li><li><a href="?c=&s=東郷えりか">東郷えりか(1)</a></li><li><a href="?c=&s=埋もれた歴史">埋もれた歴史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史探求">歴史探求(1)</a></li><li><a href="?c=&s=千曲市">千曲市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=姨捨">姨捨(1)</a></li><li><a href="?c=&s=棚田">棚田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=景色">景色(1)</a></li><li><a href="?c=&s=夜景">夜景(1)</a></li><li><a href="?c=&s=論文">論文(1)</a></li><li><a href="?c=&s=糸のまち">糸のまち(1)</a></li><li><a href="?c=&s=史料">史料(1)</a></li><li><a href="?c=&s=講義">講義(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学長あいさつ">学長あいさつ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=中村英三">中村英三(1)</a></li><li><a href="?c=&s=茂田井宿">茂田井宿(1)</a></li><li><a href="?c=&s=國酒">國酒(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造業">蚕種製造業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=アーカイブス">アーカイブス(1)</a></li><li><a href="?c=&s=miniDV">miniDV(1)</a></li><li><a href="?c=&s=記録映像">記録映像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ビデオテープ">ビデオテープ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田マルチメディア情報センター">上田マルチメディア情報センター(1)</a></li><li><a href="?c=&s=情報">情報(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田鯉">塩田鯉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種">蚕種(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田の歴史">上田の歴史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=講演">講演(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地方創生">地方創生(1)</a></li><li><a href="?c=&s=人づくり">人づくり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=善光寺">善光寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=戸隠">戸隠(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木曽">木曽(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桔梗ヶ原">桔梗ヶ原(1)</a></li><li><a href="?c=&s=臼井峠">臼井峠(1)</a></li><li><a href="?c=&s=中山道">中山道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=軽井沢">軽井沢(1)</a></li><li><a href="?c=&s=裁縫教室">裁縫教室(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃裁縫女学校（現長野女子高校）">信濃裁縫女学校（現長野女子高校）(1)</a></li><li><a href="?c=&s=雛形">雛形(1)</a></li><li><a href="?c=&s=富士市">富士市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=田子の浦">田子の浦(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ディアナ号">ディアナ号(1)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本蚕業">藤本蚕業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃信濃国分寺">＃信濃国分寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃重要文化財">＃重要文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃上田市">＃上田市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=新規投稿">新規投稿(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州上田デジタルマップ">信州上田デジタルマップ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=投稿の仕方">投稿の仕方(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岡谷市">岡谷市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕都上田プロジェクト">蚕都上田プロジェクト(1)</a></li><li><a href="?c=&s=キモノマルシェ">キモノマルシェ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ゆたかや">ゆたかや(1)</a></li><li><a href="?c=&s=雑誌">雑誌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=DX">DX(1)</a></li><li><a href="?c=&s=Zoom">Zoom(1)</a></li><li><a href="?c=&s=航空写真">航空写真(1)</a></li><li><a href="?c=&s=諸">諸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学会発表">学会発表(1)</a></li><li><a href="?c=&s=金沢市">金沢市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石川県">石川県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=中禅寺">中禅寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学会">学会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=東洋音楽学会">東洋音楽学会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=観光">観光(1)</a></li><li><a href="?c=&s=公園">公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田城跡公園">上田城跡公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日の出町">日の出町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=宮桜の湯">宮桜の湯(1)</a></li><li><a href="?c=&s=常田">常田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=子供">子供(1)</a></li><li><a href="?c=&s=しつけ">しつけ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=子育て">子育て(1)</a></li><li><a href="?c=&s=富士山">富士山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松平忠済">松平忠済(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松平忠英">松平忠英(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松平氏">松平氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=願行寺">願行寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=LIVIN">LIVIN(1)</a></li><li><a href="?c=&s=リヴィン">リヴィン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大規模店舗">大規模店舗(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学生発表">学生発表(1)</a></li><li><a href="?c=&s=梅花幼稚園">梅花幼稚園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=幼稚園">幼稚園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=建造物">建造物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=三吉米熊">三吉米熊(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小谷村">小谷村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=中条村">中条村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市">長野市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市中条地区">長野市中条地区(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小川村">小川村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学生の探究">学生の探究(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域活動">地域活動(1)</a></li><li><a href="?c=&s=史的ニ上田">史的ニ上田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=飛古路の会">飛古路の会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=景勝地">景勝地(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日本三大車窓">日本三大車窓(1)</a></li><li><a href="?c=&s=田毎の月">田毎の月(1)</a></li><li><a href="?c=&s=善光寺平">善光寺平(1)</a></li><li><a href="?c=&s=篠ノ井線">篠ノ井線(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鉄道">鉄道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=自然景観">自然景観(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駅舎">駅舎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=聖湖">聖湖(1)</a></li><li><a href="?c=&s=リゾート地">リゾート地(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日本遺産">日本遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=聖博物館">聖博物館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=リフト">リフト(1)</a></li><li><a href="?c=&s=三峰山">三峰山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山岳">山岳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野病院">長野病院(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州上田医療センター">信州上田医療センター(1)</a></li><li><a href="?c=&s=病院">病院(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学習成果">学習成果(1)</a></li><li><a href="?c=&s=社会教育">社会教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生涯学習都市宣言">生涯学習都市宣言(1)</a></li></ul>
				</div>
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  <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: '127197',
					name: '「生涯学習のまちうえだ」2005/04/16',
					lat: 36.40167822690232,
					lng: 138.2446222910938,
					contents: '<a href="?c=&p=127197">「生涯学習のまちうえだ」2005/04/16</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127189',
					name: '旧長野病院(信州上田医療センター)2005/05/17',
					lat: 36.41302060283296,
					lng: 138.2514649629593,
					contents: '<a href="?c=&p=127189">旧長野病院(信州上田医療センター)2005/05/17</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127187',
					name: '聖高原リフト＆三峰山2008/05/06',
					lat: 36.48570774851099,
					lng: 138.0732222582924,
					contents: '<a href="?c=&p=127187">聖高原リフト＆三峰山2008/05/06</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127186',
					name: '聖博物館・航空資料館2008/05/06',
					lat: 36.487772814940236,
					lng: 138.07022407650948,
					contents: '<a href="?c=&p=127186">聖博物館・航空資料館2008/05/06</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127165',
					name: '北向観音堂、本堂',
					lat: 36.367848863792105,
					lng: 138.21914762869682,
					contents: '<a href="?c=&p=127165">北向観音堂、本堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127123',
					name: '聖高原2008/05/06',
					lat: 36.487990815865565,
					lng: 138.06484446145285,
					contents: '<a href="?c=&p=127123">聖高原2008/05/06</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127121',
					name: '姨捨駅2008/05/06',
					lat: 36.50276658658564,
					lng: 138.09319927747688,
					contents: '<a href="?c=&p=127121">姨捨駅2008/05/06</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127100',
					name: '【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～',
					lat: 36.4018790433459,
					lng: 138.25197994709015,
					contents: '<a href="?c=&p=127100">【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127090',
					name: '信州上田学2023／地域キュレーション成果：３学生からの報告',
					lat: 36.36912036242162,
					lng: 138.2223629951477,
					contents: '<a href="?c=&p=127090">信州上田学2023／地域キュレーション成果：３学生からの報告</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127081',
					name: 'マンホール：小川村',
					lat: 36.61735921179365,
					lng: 137.97485802703568,
					contents: '<a href="?c=&p=127081">マンホール：小川村</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127079',
					name: 'マンホール：旧中条村(長野市)',
					lat: 36.603992510749805,
					lng: 138.01588117689738,
					contents: '<a href="?c=&p=127079">マンホール：旧中条村(長野市)</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127078',
					name: 'マンホール：小谷村',
					lat: 36.77883537017372,
					lng: 137.9099568191676,
					contents: '<a href="?c=&p=127078">マンホール：小谷村</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127077',
					name: 'マンホール：前橋市',
					lat: 36.38366227315492,
					lng: 139.07301596598117,
					contents: '<a href="?c=&p=127077">マンホール：前橋市</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127076',
					name: 'マンホール：高崎市',
					lat: 36.32135670353259,
					lng: 139.0139413173719,
					contents: '<a href="?c=&p=127076">マンホール：高崎市</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127041',
					name: '梅花幼稚園2008/06/22',
					lat: 36.40271882803432,
					lng: 138.25106799602509,
					contents: '<a href="?c=&p=127041">梅花幼稚園2008/06/22</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127040',
					name: '講義「信州上田学Ą」報告2024/02/10',
					lat: 36.36894868215233,
					lng: 138.22326213732566,
					contents: '<a href="?c=&p=127040">講義「信州上田学Ą」報告2024/02/10</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127039',
					name: 'リヴィン上田店2008/05/04',
					lat: 36.39890194430827,
					lng: 138.24854135513306,
					contents: '<a href="?c=&p=127039">リヴィン上田店2008/05/04</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127007',
					name: '6代松平忠優（忠固）はどんな人物か',
					lat: 36.39878111232621,
					lng: 138.25703012113982,
					contents: '<a href="?c=&p=127007">6代松平忠優（忠固）はどんな人物か</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126854',
					name: '信濃国分寺跡',
					lat: 36.38069060043395,
					lng: 138.26999934638,
					contents: '<a href="?c=&p=126854">信濃国分寺跡</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126798',
					name: '別所温泉センター温泉歴史資料展示室',
					lat: 36.350848884538,
					lng: 138.1561017036438,
					contents: '<a href="?c=&p=126798">別所温泉センター温泉歴史資料展示室</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126280',
					name: '【上田市の銭湯】②宮桜の湯',
					lat: 36.39323672152236,
					lng: 138.2597315311432,
					contents: '<a href="?c=&p=126280">【上田市の銭湯】②宮桜の湯</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126261',
					name: '上田のシンボル　上田城',
					lat: 36.40359962073253,
					lng: 138.2457733154297,
					contents: '<a href="?c=&p=126261">上田のシンボル　上田城</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126158',
					name: '別所温泉を知れる別所温泉センター',
					lat: 36.35081864091984,
					lng: 138.15613389015198,
					contents: '<a href="?c=&p=126158">別所温泉を知れる別所温泉センター</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126025',
					name: '東洋音楽学会で学際的交流、偏在知を遍在に変える',
					lat: 34.94874041872173,
					lng: 135.77391031655432,
					contents: '<a href="?c=&p=126025">東洋音楽学会で学際的交流、偏在知を遍在に変える</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126017',
					name: '中禅寺薬師堂',
					lat: 36.336630928544885,
					lng: 138.18577766418457,
					contents: '<a href="?c=&p=126017">中禅寺薬師堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125981',
					name: 'DA学会発表「地域デジタルコモンズで拓く知識循環型メディア環境」(2023)',
					lat: 36.548965995812026,
					lng: 136.6798996925354,
					contents: '<a href="?c=&p=125981">DA学会発表「地域デジタルコモンズで拓く知識循環型メディア環境」(2023)</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: '125299',
					name: '「蚕都上田マップ」長野大学附属図書館に設置',
					lat: 36.36921684391765,
					lng: 138.2221669019097,
					contents: '<a href="?c=&p=125299">「蚕都上田マップ」長野大学附属図書館に設置</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125060',
					name: '岡谷蚕糸博物館を視察、意見交換',
					lat: 36.06998415104938,
					lng: 138.0494785308838,
					contents: '<a href="?c=&p=125060">岡谷蚕糸博物館を視察、意見交換</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55507',
					name: '１信濃国分寺（重要文化財）',
					lat: 36.383010640113696,
					lng: 138.2710075378418,
					contents: '<a href="?c=&p=55507">１信濃国分寺（重要文化財）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55323',
					name: 'ふじのくに田子の浦みなと公園',
					lat: 35.13577778806957,
					lng: 138.69292974472046,
					contents: '<a href="?c=&p=55323">ふじのくに田子の浦みなと公園</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55185',
					name: '中山道69次資料館',
					lat: 36.33609076355506,
					lng: 138.53672862052917,
					contents: '<a href="?c=&p=55185">中山道69次資料館</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>'
			 }, 
			];
	
	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>


