<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 />
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善光寺で御開帳が催されていた2009年、私がアドバイザリーに関わっていた長野県デジタルアーカイブ推進事業の一環で長野市社会福祉協議会との連携により「住民ディレクター」を地域に広げる企画「地域の放送局をつくろう」を打ち合わせた時の記録です。私から住民ディレクター運動の提唱者・岸本晃さんを紹介したのが2008年のこと。その後、長野市内で住民ディレクターの実践活動をし、社協会場で「まちの放送局」イベントを実施しました。私もこの支援に関わりました。この時の打合せではそれらの実践を踏まえ、これからどう地域に住民ディレクター／まちの放送局を地域づくりに活かしていくかを意見合わせしました。社協で進めている「まちの縁側」の活動、自治協とのつながりなどを企画検討しました。
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善光寺で御開帳が催されていた2009年、私がアドバイザリーに関わっていた長野県デジタルアーカイブ推進事業の一環で長野市社会福祉協議会との連携により「住民ディレクター」を地域に広げる企画「地域の放送局をつくろう」を打ち合わせた時の記録です。私から住民ディレクター運動の提唱者・岸本晃さんを紹介したのが2008年のこと。その後、長野市内で住民ディレクターの実践活動をし、社協会場で「まちの放送局」イベントを実施しました。私もこの支援に関わりました。この時の打合せではそれらの実践を踏まえ、これからどう地域に住民ディレクター／まちの放送局を地域づくりに活かしていくかを意見合わせしました。社協で進めている「まちの縁側」の活動、自治協とのつながりなどを企画検討しました。

板書されてい</a></td><td class="date">2024-02-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126733">3</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/760/126733.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「砥石城」　今回の記事は砥石城。砥石崩れの舞台である。
　砥石崩れは、武田信玄と村上義清の戦であり、信玄の人生で二度目の敗北となった場所である。武田軍は数的有利な状況で砥石城を攻めたが、砥石城はかなりの堅城として知られ、信玄でさえも攻めあぐねた。その後信玄は、援軍に来た村上軍と砥石城守備隊に挟み撃ちされる形となり、這う這うの体で撤退した。
　この砥石崩れの後、武田家信濃先方衆である真田幸隆（幸村の祖父）が調略で砥石城を落とした。
　実際に行ってみた感想としては、さすがは信玄を負かした城、上るのがとても大変だった。一応道が整備されてはいたが、急な坂や階段が多く、運動不足の私にはなかなかきつかった。
　もし、行ってみようという人がいたら、しっかりと覚悟をしてから言った方がいいだろう。ただ、"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="砥石城" title="砥石城" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126733">砥石城</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126733">　今回の記事は砥石城。砥石崩れの舞台である。
　砥石崩れは、武田信玄と村上義清の戦であり、信玄の人生で二度目の敗北となった場所である。武田軍は数的有利な状況で砥石城を攻めたが、砥石城はかなりの堅城として知られ、信玄でさえも攻めあぐねた。その後信玄は、援軍に来た村上軍と砥石城守備隊に挟み撃ちされる形となり、這う這うの体で撤退した。
　この砥石崩れの後、武田家信濃先方衆である真田幸隆（幸村の祖父）が調略で砥石城を落とした。
　実際に行ってみた感想としては、さすがは信玄を負かした城、上るのがとても大変だった。一応道が整備されてはいたが、急な坂や階段が多く、運動不足の私にはなかなかきつかった。
　もし、行ってみようという人がいたら、しっかりと覚悟をしてから言った方がいいだろう。ただ、</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126702">4</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/760/126702.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田原古戦場公園」　最初は上田原古戦場公園。
　ここは、甲斐国の戦国大名・武田信玄と北信の戦国大名・村上義清の戦った場所である。上田原の合戦では、武田信玄が初めて敗北した戦いとも知られていて、武田家重臣である、板垣信方や甘利虎泰などが戦死している。
　現在では、上田原古戦場公園として、野球場やスケートボード場、テニスコートなど皆が楽しんで運動できるような場所になっている。自分が行った時も、犬の散歩や、夫婦でウォーキングなど、運動している人が多くいた。
　だいたい５００年前には殺し合いをしていた場所が、今では皆の憩いの場になっているというのは、なかなか面白いと思う。上田原の戦いで死んでしまった将兵たちは、これをどう思っているだろう。恨めしく思っているだろうか。それとも、一緒に野球を楽しんだりして"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田原古戦場公園" title="上田原古戦場公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126702">上田原古戦場公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126702">　最初は上田原古戦場公園。
　ここは、甲斐国の戦国大名・武田信玄と北信の戦国大名・村上義清の戦った場所である。上田原の合戦では、武田信玄が初めて敗北した戦いとも知られていて、武田家重臣である、板垣信方や甘利虎泰などが戦死している。
　現在では、上田原古戦場公園として、野球場やスケートボード場、テニスコートなど皆が楽しんで運動できるような場所になっている。自分が行った時も、犬の散歩や、夫婦でウォーキングなど、運動している人が多くいた。
　だいたい５００年前には殺し合いをしていた場所が、今では皆の憩いの場になっているというのは、なかなか面白いと思う。上田原の戦いで死んでしまった将兵たちは、これをどう思っているだろう。恨めしく思っているだろうか。それとも、一緒に野球を楽しんだりして</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126625">5</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=126419">6</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/841/126419.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山林緑化運動に寄せて（『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁）」この記事には緑を植えることで民衆安定の基礎を確立することを目指していると書かれている。今でこそSDGsが国際社会共通の目的になっており、環境に優しいことが重要視されているように思うが、当時はその記事に賛同する人は少ないのではないかと思った。

▼この記事は以下から参照できます。
#1011 『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="山林緑化運動に寄せて（『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁）" title="山林緑化運動に寄せて（『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126419">山林緑化運動に寄せて（『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126419">この記事には緑を植えることで民衆安定の基礎を確立することを目指していると書かれている。今でこそSDGsが国際社会共通の目的になっており、環境に優しいことが重要視されているように思うが、当時はその記事に賛同する人は少ないのではないかと思った。

▼この記事は以下から参照できます。
#1011 『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁</a></td><td class="date">2023-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126390">7</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/717/126390.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「村民運動会プログラム」昭和24年１０月２０日の西塩田時報第３項での記事。同年11月３日に行われる村民運動会の開催プログラムが掲載されていた。

その内容を見てみると、リレーやマラソンなど今でもよく行われているようなものもあるが、ドヂョーつかみや女子仕度競争などユニークなものもあった。特に、「自轉車（自転車）徐行」は何を採点基準に競うのか謎に思えたので面白いと感じた。

参照元
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns15_post021to040.pdf>
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns15_post021to040.pdf
</a>"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="村民運動会プログラム" title="村民運動会プログラム" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126390">村民運動会プログラム</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126390">昭和24年１０月２０日の西塩田時報第３項での記事。同年11月３日に行われる村民運動会の開催プログラムが掲載されていた。

その内容を見てみると、リレーやマラソンなど今でもよく行われているようなものもあるが、ドヂョーつかみや女子仕度競争などユニークなものもあった。特に、「自轉車（自転車）徐行」は何を採点基準に競うのか謎に思えたので面白いと感じた。

参照元
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns15_post021to040.pdf>
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns15_post021to040.pdf
</a></a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125954">8</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/745/125954.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「瓢箪池(塩田運動公園)」　長野大学の隣の、塩田運動公園(上田自然運動公園)内にある。公園として整備されているため、田に囲まれたものと比べて行きやすい。

　用水路はつながっているようだが、ため池として現役で使用されているかは不明。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="瓢箪池(塩田運動公園)" title="瓢箪池(塩田運動公園)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125954">瓢箪池(塩田運動公園)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125954">　長野大学の隣の、塩田運動公園(上田自然運動公園)内にある。公園として整備されているため、田に囲まれたものと比べて行きやすい。

　用水路はつながっているようだが、ため池として現役で使用されているかは不明。</a></td><td class="date">2023-11-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55266">9</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/420/055266.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中条若処の墓」中条若処は摂津に生まれ、のちに深程に移り住んで塾を開いた。
写真の看板は中条若処の墓のそばに立てられており、この地の自由民権運動の源となった彼の生涯と功績が記されている。

以前は看板がボロボロで読めない状態だったが、久々に訪れると新しく立てなおされており、少し嬉しくなった。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/420/thumbnails/055266.jpg" alt="中条若処の墓" title="中条若処の墓" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55266">中条若処の墓</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55266">中条若処は摂津に生まれ、のちに深程に移り住んで塾を開いた。
写真の看板は中条若処の墓のそばに立てられており、この地の自由民権運動の源となった彼の生涯と功績が記されている。

以前は看板がボロボロで読めない状態だったが、久々に訪れると新しく立てなおされており、少し嬉しくなった。</a></td><td class="date">2023-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54575">10</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/484/054575.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田電鉄とは？」上田地域にはたくさんの企業や施設、団体があり、それぞれ星の数ほどに課題があります。一般企業も数多くありますが、せっかく上田市のことを学ぶので、上田地域にしかない企業はどうだろう、上田市の象徴のような企業はどうだろうと考え付きました。そこで、中心地の上田駅から塩田平を経て別所温泉へ至る上田電鉄について考えることにしました。
上田電鉄別所線は１９２１年に川西線として開通し、以降上で気を中心に放射状の路線が広がっていきました。
７０年代にはモータリゼーションによって経営危機、実際にその十年後には同様の理由で真田・傍陽線などが廃止されました。
しかし別所線だけは観光需要もあってか存続され、税金が源泉の補助金によって経営状態は回復しました。結果的に積極的な設備投資や新幹線の開通もあり、"><img src="https://d-commons.info/upload/4/484/thumbnails/054575.png" alt="上田電鉄とは？" title="上田電鉄とは？" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54575">上田電鉄とは？</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54575">上田地域にはたくさんの企業や施設、団体があり、それぞれ星の数ほどに課題があります。一般企業も数多くありますが、せっかく上田市のことを学ぶので、上田地域にしかない企業はどうだろう、上田市の象徴のような企業はどうだろうと考え付きました。そこで、中心地の上田駅から塩田平を経て別所温泉へ至る上田電鉄について考えることにしました。
上田電鉄別所線は１９２１年に川西線として開通し、以降上で気を中心に放射状の路線が広がっていきました。
７０年代にはモータリゼーションによって経営危機、実際にその十年後には同様の理由で真田・傍陽線などが廃止されました。
しかし別所線だけは観光需要もあってか存続され、税金が源泉の補助金によって経営状態は回復しました。結果的に積極的な設備投資や新幹線の開通もあり、</a></td><td class="date">2023-02-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54515">11</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/663/054515.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「大学前駅周辺の聖地（自然運動公園）」大学前駅周辺のロケ地、２つ目は「自然運動公園」がロケ地となった作品は以下の通りです。

・「あの電燈」（2014）
・「真田丸」（2016）

などがあります。大河ドラマ「真田丸」のワンシーンに登場していたとは！もう一度録画を見返してみようかな…(笑)"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="大学前駅周辺の聖地（自然運動公園）" title="大学前駅周辺の聖地（自然運動公園）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54515">大学前駅周辺の聖地（自然運動公園）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54515">大学前駅周辺のロケ地、２つ目は「自然運動公園」がロケ地となった作品は以下の通りです。

・「あの電燈」（2014）
・「真田丸」（2016）

などがあります。大河ドラマ「真田丸」のワンシーンに登場していたとは！もう一度録画を見返してみようかな…(笑)</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54346">12</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/654/054346.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中村直人 (なかむらなおんど)」大正期中ごろ山本鼎が提唱した「農民美術」と「児童自由画教育」の二つの運動の、発祥の地、神川で少年期を過ごした直人は、リアルタイムに農民美術、児童自由画教育の誕生を直視し、その渦中で小学校時代を過ごしました。
　１５歳の時、山本鼎の世話で上京し、木彫家吉田白嶺の木心社に入門。兄弟子松村外次郎より木彫の手ほどきを受け、小杉法庵にデッサンを習い、自己の彫刻表現の模索が始まりました。大正１４年、直人２１歳で院展初入選、以後連続入選し大正１５年に日本美術院賞を受賞。昭和１０年には院展同人（会員）に推挙され日本の彫刻界の新風として頭角を現し始めました。
　終戦後は、新日本美術会創設に参加し、各種展覧会に出品しました。その後、以前から親交を深めていた画家で彫刻家の藤田嗣治がフランスに渡り、"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="中村直人 (なかむらなおんど)" title="中村直人 (なかむらなおんど)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54346">中村直人 (なかむらなおんど)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54346">大正期中ごろ山本鼎が提唱した「農民美術」と「児童自由画教育」の二つの運動の、発祥の地、神川で少年期を過ごした直人は、リアルタイムに農民美術、児童自由画教育の誕生を直視し、その渦中で小学校時代を過ごしました。
　１５歳の時、山本鼎の世話で上京し、木彫家吉田白嶺の木心社に入門。兄弟子松村外次郎より木彫の手ほどきを受け、小杉法庵にデッサンを習い、自己の彫刻表現の模索が始まりました。大正１４年、直人２１歳で院展初入選、以後連続入選し大正１５年に日本美術院賞を受賞。昭和１０年には院展同人（会員）に推挙され日本の彫刻界の新風として頭角を現し始めました。
　終戦後は、新日本美術会創設に参加し、各種展覧会に出品しました。その後、以前から親交を深めていた画家で彫刻家の藤田嗣治がフランスに渡り、</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54333">13</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/257/054333.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小学校だより　運動部」学校だよりの内容はいまの小学生がもらってくるものと同じで保護者向けのものでした。しかし今よりも謙っておりとても丁寧に固い表現な印象をうけました。
運動部の欄では野球部の部分のみを投稿しているがそれぞれの部活動のメンバーがフルネームで掲載されていました。プライバシー面で今は論争が巻き起こりそうですね。

▼この記事は以下から参照できます。
#1260 『西塩田公報』第83号(1954年8月5日)4頁
リンクする場合は以下のようにHTMLで記述する “”は付けないこと
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1261.jpg>
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1261.jpg</a>"><img src="https://d-commons.info/upload/4/257/thumbnails/054333.png" alt="小学校だより　運動部" title="小学校だより　運動部" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54333">小学校だより　運動部</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54333">学校だよりの内容はいまの小学生がもらってくるものと同じで保護者向けのものでした。しかし今よりも謙っておりとても丁寧に固い表現な印象をうけました。
運動部の欄では野球部の部分のみを投稿しているがそれぞれの部活動のメンバーがフルネームで掲載されていました。プライバシー面で今は論争が巻き起こりそうですね。

▼この記事は以下から参照できます。
#1260 『西塩田公報』第83号(1954年8月5日)4頁
リンクする場合は以下のようにHTMLで記述する “”は付けないこと
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1261.jpg>
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1261.jpg</a></a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54330">14</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「まとめ」上田市、特に私の住んでいる神川地区の芸術家について探求してみました。
きっかけとして私は山本鼎が初めて自由画教育行った神川小学校にも通っていて小さい頃が馴染みがありました。また「山本鼎先生の部屋」という教室があり、当時の生徒が描いた作品が保管されていました。私が小学校の時も山本鼎について学んだり、農民美術も飾ってあったりと、とても身近な存在に感じていました。
そこで山本鼎のような芸術家はどのような影響を与えたかを探求してみたいと思いました。
多くの芸術家は農民などにあまり縁のなかった芸術に触れてもらおうと活発な運動をしていて、上田に対する愛を感じました。また芸術の他にも教育や行政にも関わることも行っていて上田市民のために動いた芸術家が多くいることが分かりました。今まで上田で暮"><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=54330">まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54330">上田市、特に私の住んでいる神川地区の芸術家について探求してみました。
きっかけとして私は山本鼎が初めて自由画教育行った神川小学校にも通っていて小さい頃が馴染みがありました。また「山本鼎先生の部屋」という教室があり、当時の生徒が描いた作品が保管されていました。私が小学校の時も山本鼎について学んだり、農民美術も飾ってあったりと、とても身近な存在に感じていました。
そこで山本鼎のような芸術家はどのような影響を与えたかを探求してみたいと思いました。
多くの芸術家は農民などにあまり縁のなかった芸術に触れてもらおうと活発な運動をしていて、上田に対する愛を感じました。また芸術の他にも教育や行政にも関わることも行っていて上田市民のために動いた芸術家が多くいることが分かりました。今まで上田で暮</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54325">15</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/550/054325.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中村直人」大正期中ごろ山本鼎が提唱した「農民美術」と「児童自由画教育」の二つの運動の、発祥の地、神川で少年期を過ごした直人は、リアルタイムに農民美術、児童自由画教育の誕生を直視し、その中で小学校時代を過ごしました。
１５歳の時、山本鼎の世話で上京し、木彫家吉田白嶺の木心社に入門。昭和１０年には院展同人（会員）に推挙され日本の彫刻界の新風として頭角を現し始めました。
その後日本で活躍し、47歳でパリに渡りました。昭和28年のパリ展で大成功し、その後何度か個展を開き話題となり、滞欧１２年の間に彫刻家から国際的な画家に見事な変身を遂げました。
昭和３９年日本へ帰国。同年滞欧作展でパリ生活１２年の成果を証明しました。その後二科会に招かれ、昭和５５年には内閣総理大臣賞を受賞しました。帰国後は、様々な分"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="中村直人" title="中村直人" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54325">中村直人</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54325">大正期中ごろ山本鼎が提唱した「農民美術」と「児童自由画教育」の二つの運動の、発祥の地、神川で少年期を過ごした直人は、リアルタイムに農民美術、児童自由画教育の誕生を直視し、その中で小学校時代を過ごしました。
１５歳の時、山本鼎の世話で上京し、木彫家吉田白嶺の木心社に入門。昭和１０年には院展同人（会員）に推挙され日本の彫刻界の新風として頭角を現し始めました。
その後日本で活躍し、47歳でパリに渡りました。昭和28年のパリ展で大成功し、その後何度か個展を開き話題となり、滞欧１２年の間に彫刻家から国際的な画家に見事な変身を遂げました。
昭和３９年日本へ帰国。同年滞欧作展でパリ生活１２年の成果を証明しました。その後二科会に招かれ、昭和５５年には内閣総理大臣賞を受賞しました。帰国後は、様々な分</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54132">16</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/550/054132.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「金井正について」金井正は、明治１９年神川村国分に、金井家の三男として生まれました。県立長野中学校（現上田高等学校）に入学。家庭の事情から家督を継ぎ、父が局長を務める国分郵便局の事務員として勤務しました。その一方で哲学者西田幾多郎の存在を知り、哲学に関心を高め、神川読書会を企画したり同人雑誌の創刊し、社会主義による啓蒙を図りました。山本鼎がヨーロッパ留学から戻り、訪ね、児童自由画教育と農民美術運動に感銘を受け、協力を約束し、鼎による講演会「児童自由画の奨励について」を企画。続いて「第１回児童自由画展」を開催し、予想以上の成功を収めました。
　農民美術運動については、鼎と連名で日本農民美術建業の趣意書を作成して、神川村の人々に働きかけました。大正８年に第１回農民美術練習所を神川小学校で開設し、"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="金井正について" title="金井正について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54132">金井正について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54132">金井正は、明治１９年神川村国分に、金井家の三男として生まれました。県立長野中学校（現上田高等学校）に入学。家庭の事情から家督を継ぎ、父が局長を務める国分郵便局の事務員として勤務しました。その一方で哲学者西田幾多郎の存在を知り、哲学に関心を高め、神川読書会を企画したり同人雑誌の創刊し、社会主義による啓蒙を図りました。山本鼎がヨーロッパ留学から戻り、訪ね、児童自由画教育と農民美術運動に感銘を受け、協力を約束し、鼎による講演会「児童自由画の奨励について」を企画。続いて「第１回児童自由画展」を開催し、予想以上の成功を収めました。
　農民美術運動については、鼎と連名で日本農民美術建業の趣意書を作成して、神川村の人々に働きかけました。大正８年に第１回農民美術練習所を神川小学校で開設し、</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54129">17</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/550/054129.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「農民美術運動を促進した人物」版画家・山本鼎は、明治１５年愛知県岡崎市で生まれましたが、父親が小県郡神川村大屋(現在の上田市大屋)に大屋医院を開業したため、鼎は上田との由縁がありました。
鼎は版画家としてだけでなく、画家としてもその名を残しました。明治３５年、２０歳で東京美術学校へ入学し、「湖畔」で有名な黒田清輝に油絵を学びました。大正元年にはフランスに渡り、その間に描いた作品はどれも好評を博しました。
帰国後、児童画とその指導方法の改革を目指した運動を起こします。鼎は絵を描く技術、方法が重要ではなく、自分の目で見て、感じたとったものを描くことが、児童の発達に大切などだと説きました。その後大正8年4月には神川小学校で第一回児童自由画展覧会を開催し、自由画教育は全国各地に広がりました。
一方、大正8年11月には神川村"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="農民美術運動を促進した人物" title="農民美術運動を促進した人物" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54129">農民美術運動を促進した人物</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54129">版画家・山本鼎は、明治１５年愛知県岡崎市で生まれましたが、父親が小県郡神川村大屋(現在の上田市大屋)に大屋医院を開業したため、鼎は上田との由縁がありました。
鼎は版画家としてだけでなく、画家としてもその名を残しました。明治３５年、２０歳で東京美術学校へ入学し、「湖畔」で有名な黒田清輝に油絵を学びました。大正元年にはフランスに渡り、その間に描いた作品はどれも好評を博しました。
帰国後、児童画とその指導方法の改革を目指した運動を起こします。鼎は絵を描く技術、方法が重要ではなく、自分の目で見て、感じたとったものを描くことが、児童の発達に大切などだと説きました。その後大正8年4月には神川小学校で第一回児童自由画展覧会を開催し、自由画教育は全国各地に広がりました。
一方、大正8年11月には神川村</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54081">18</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前川ゼミ活動考察」　今まで上田市の外で生活をしたことがないので、客観的な視点ではないかもしれないが、自分なりに上田市について感じたこと、考えたことをまとめる。上田市というのは上田城の城下町であったり、北国街道が通っていたこともあり、歴史がある町である。気候も安定していて、自然も多い。スキー場やキャンプ場、温泉も多く、車があれば日帰りでスキーや温泉を楽しむことができる。新幹線も通っており、東京など首都圏へのアクセスも良い。そのせいか、近頃では海野町商店街などに若者向けのバーや、都会志向の洒落た店が増えてきた印象がある。加えて県外からの移住者向けかと思われる高級マンションも増えてきた。一時的ではあるが真田氏の本拠地が上田城ということもあり、NHK大河ドラマ「真田丸」の人気によって上田が賑わっていたこ"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="前川ゼミ活動考察" title="前川ゼミ活動考察" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54081">前川ゼミ活動考察</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54081">　今まで上田市の外で生活をしたことがないので、客観的な視点ではないかもしれないが、自分なりに上田市について感じたこと、考えたことをまとめる。上田市というのは上田城の城下町であったり、北国街道が通っていたこともあり、歴史がある町である。気候も安定していて、自然も多い。スキー場やキャンプ場、温泉も多く、車があれば日帰りでスキーや温泉を楽しむことができる。新幹線も通っており、東京など首都圏へのアクセスも良い。そのせいか、近頃では海野町商店街などに若者向けのバーや、都会志向の洒落た店が増えてきた印象がある。加えて県外からの移住者向けかと思われる高級マンションも増えてきた。一時的ではあるが真田氏の本拠地が上田城ということもあり、NHK大河ドラマ「真田丸」の人気によって上田が賑わっていたこ</a></td><td class="date">2023-01-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42652">19</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「1/12日　調査まとめ」上田と「山本鼎」
自由画運動
山本鼎（やまもと　かなえ）は愛知県岡崎市出身の画家であると共に、上田を拠点に「自由画運動」「農民美術運動」の先駆けとなった人物である。愛知県出身の山本であるが、父親が小県郡神川村大屋（現在の上田市大屋）に病院を開業したことをきっかけに上田と縁を持つこととなる。1912年にフランスに5年間の留学へ向かった山本は、日本に帰国後、児童画の改革を目指した運動を起こした。山本の言葉に「自分が直接感じたものが尊い」というものがあるが、当時の児童画の指導方法は「お手本の模写」が主流であった。山本はこれに対し、絵の技術や方法が重要なのではなく、自分の目で見た物、感じた物を描くことが児童の発達にとって大切であると説き、1919年に神川小学校で第一回児童自由画展覧会が開催され、"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="1/12日　調査まとめ" title="1/12日　調査まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42652">1/12日　調査まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42652">上田と「山本鼎」
自由画運動
山本鼎（やまもと　かなえ）は愛知県岡崎市出身の画家であると共に、上田を拠点に「自由画運動」「農民美術運動」の先駆けとなった人物である。愛知県出身の山本であるが、父親が小県郡神川村大屋（現在の上田市大屋）に病院を開業したことをきっかけに上田と縁を持つこととなる。1912年にフランスに5年間の留学へ向かった山本は、日本に帰国後、児童画の改革を目指した運動を起こした。山本の言葉に「自分が直接感じたものが尊い」というものがあるが、当時の児童画の指導方法は「お手本の模写」が主流であった。山本はこれに対し、絵の技術や方法が重要なのではなく、自分の目で見た物、感じた物を描くことが児童の発達にとって大切であると説き、1919年に神川小学校で第一回児童自由画展覧会が開催され、</a></td><td class="date">2023-01-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42450">20</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/626/042450.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「運動のシーズン！（『西塩田時報』第70号（昭和4年9月1日）3頁）」運動促進を喚起する内容の記事である。まず「ゴム底足袋」というワードのインパクトがすごかった。また百年程度で足袋からいまの靴に進化していることにも驚いた。現在の新聞にあるような小さな広告だが面白さを感じた。

▼この記事は以下から参照できます。
#305『西塩田時報』第70号(1929年9月1日)3頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0305.jpg"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="運動のシーズン！（『西塩田時報』第70号（昭和4年9月1日）3頁）" title="運動のシーズン！（『西塩田時報』第70号（昭和4年9月1日）3頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42450">運動のシーズン！（『西塩田時報』第70号（昭和4年9月1日）3頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42450">運動促進を喚起する内容の記事である。まず「ゴム底足袋」というワードのインパクトがすごかった。また百年程度で足袋からいまの靴に進化していることにも驚いた。現在の新聞にあるような小さな広告だが面白さを感じた。

▼この記事は以下から参照できます。
#305『西塩田時報』第70号(1929年9月1日)3頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0305.jpg</a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=30984">21</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/621/030984.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「米の節約！勝利の一歩(『西塩田時報』第１９８号１項)」日中戦争時、東京などの都市だけでなく、地方でも節米運動が行なわれていたことが分かる記事である。白米ではなく、麺類や七分づき米、雑穀米を代用として食べるように書かれている。戦時中、栄養不足にならないために栄養豊富である雑穀米などを食べていたのだと考えていたが、日本の物資不足も要因の一つであったことが分かった。
また、「勝利への第一歩」という言葉から、国民の戦争意欲を高めようとしていることがうかがえる。戦時中という時代背景を強く実感できる記事のタイトルだと感じた。

▼この記事は以下から参照できます。
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0879.jpg>#879 『西塩田時報』第198号(1940年5月1日)1頁</a>"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="米の節約！勝利の一歩(『西塩田時報』第１９８号１項)" title="米の節約！勝利の一歩(『西塩田時報』第１９８号１項)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=30984">米の節約！勝利の一歩(『西塩田時報』第１９８号１項)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=30984">日中戦争時、東京などの都市だけでなく、地方でも節米運動が行なわれていたことが分かる記事である。白米ではなく、麺類や七分づき米、雑穀米を代用として食べるように書かれている。戦時中、栄養不足にならないために栄養豊富である雑穀米などを食べていたのだと考えていたが、日本の物資不足も要因の一つであったことが分かった。
また、「勝利への第一歩」という言葉から、国民の戦争意欲を高めようとしていることがうかがえる。戦時中という時代背景を強く実感できる記事のタイトルだと感じた。

▼この記事は以下から参照できます。
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0879.jpg>#879 『西塩田時報』第198号(1940年5月1日)1頁</a></a></td><td class="date">2022-12-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=30967">22</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/620/030967.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「幼女児おかっぱすすめ（『西塩田時報』第８４号（１９３０年１１月１日）２頁）」学校便りのようなものに、運動するときや勉強するときに邪魔にならないために髪型をおかっぱにすることを進めている記事がありました。
昔の女の子はおかっぱのイメージがありますが、こんな理由でおかっぱの子が多かったのかなと思いました。

▼この記事は以下から参照できます。
#364 #364 『西塩田時報』第84号(1930年11月1日)2頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0364.jpg"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="幼女児おかっぱすすめ（『西塩田時報』第８４号（１９３０年１１月１日）２頁）" title="幼女児おかっぱすすめ（『西塩田時報』第８４号（１９３０年１１月１日）２頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=30967">幼女児おかっぱすすめ（『西塩田時報』第８４号（１９３０年１１月１日）２頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=30967">学校便りのようなものに、運動するときや勉強するときに邪魔にならないために髪型をおかっぱにすることを進めている記事がありました。
昔の女の子はおかっぱのイメージがありますが、こんな理由でおかっぱの子が多かったのかなと思いました。

▼この記事は以下から参照できます。
#364 #364 『西塩田時報』第84号(1930年11月1日)2頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0364.jpg</a></td><td class="date">2022-12-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=18942">23</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「課題発見ゼミ　12月15日　まとめ」12月15日分　調査まとめ　　
開国後の日本による生糸輸出と上田の関わりについて
上田藩主・松平忠固と生糸輸出
鎖国を解き、開国を果たした日本が世界に進出する際に大きな武器となった生糸の輸出。それに多大な貢献をした人物が松平忠固である。六代目上田藩主、幕府の老中も務めた松平忠固は、日本開国のきっかけとなった日米和親条約の締結に関わりがあった。この開国をきっかけとして、忠固は上田藩の特産品を諸外国に売ることで利益を上げようとしていた。
その中で注目されたのが上田の「生糸」である。雨が少なく乾燥した地域である上田は江戸時代ごろから蚕種業が始まっており、のちに蚕種業の発展に大きな貢献をした「藤本善右衛門」の家系が先駆けだと言われている。忠固は生糸の輸出を行うことを決め、生糸輸出による利益"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="課題発見ゼミ　12月15日　まとめ" title="課題発見ゼミ　12月15日　まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=18942">課題発見ゼミ　12月15日　まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=18942">12月15日分　調査まとめ　　
開国後の日本による生糸輸出と上田の関わりについて
上田藩主・松平忠固と生糸輸出
鎖国を解き、開国を果たした日本が世界に進出する際に大きな武器となった生糸の輸出。それに多大な貢献をした人物が松平忠固である。六代目上田藩主、幕府の老中も務めた松平忠固は、日本開国のきっかけとなった日米和親条約の締結に関わりがあった。この開国をきっかけとして、忠固は上田藩の特産品を諸外国に売ることで利益を上げようとしていた。
その中で注目されたのが上田の「生糸」である。雨が少なく乾燥した地域である上田は江戸時代ごろから蚕種業が始まっており、のちに蚕種業の発展に大きな貢献をした「藤本善右衛門」の家系が先駆けだと言われている。忠固は生糸の輸出を行うことを決め、生糸輸出による利益</a></td><td class="date">2022-12-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11419">24</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/545/011419.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「真田十勇士」通った道沿いにいた真田十勇士たちです。10人探すために歩くだけでも十分な運動になりますし、一緒に旅をしている気分になります。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="真田十勇士" title="真田十勇士" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11419">真田十勇士</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11419">通った道沿いにいた真田十勇士たちです。10人探すために歩くだけでも十分な運動になりますし、一緒に旅をしている気分になります。</a></td><td class="date">2022-11-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11247">25</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/598/011247.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「自然運動公園にいたトカゲ」友人と自然運動公園内にあるマレットゴルフをしていたところ、トカゲを見つけました。よくよく見ると小さな昆虫や生き物が沢山居ました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="自然運動公園にいたトカゲ" title="自然運動公園にいたトカゲ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11247">自然運動公園にいたトカゲ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11247">友人と自然運動公園内にあるマレットゴルフをしていたところ、トカゲを見つけました。よくよく見ると小さな昆虫や生き物が沢山居ました。</a></td><td class="date">2022-11-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10453">26</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/490/010453.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山本宣治記念碑」安楽寺から、北向観音堂に向かう途中にあった山本宣治の記念碑。
そこには３つ石碑があり、一つには人間を信じる心と彫られていた。
その言葉は上田自由大学の講師であった、タカクラテルが残したものであった。彼はかつて、農民運動・民主主義と社会進歩の運動に指導的役割を果たしていたという。別所三楽寺に訪れた時には、この記念碑に立ち止まってみてほしい。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/490/thumbnails/010453.jpg" alt="山本宣治記念碑" title="山本宣治記念碑" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10453">山本宣治記念碑</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10453">安楽寺から、北向観音堂に向かう途中にあった山本宣治の記念碑。
そこには３つ石碑があり、一つには人間を信じる心と彫られていた。
その言葉は上田自由大学の講師であった、タカクラテルが残したものであった。彼はかつて、農民運動・民主主義と社会進歩の運動に指導的役割を果たしていたという。別所三楽寺に訪れた時には、この記念碑に立ち止まってみてほしい。</a></td><td class="date">2022-10-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9570">27</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「現代に繋がる主導的産業の偏移について」　幕末の開港によって長野県は地域経済を世界につなげることになった。そこで長野県を国外まで広げる一翼を担ったのは生糸でした。
　長野県は外国との交流が始まると、器械製糸を取り入れ、養蚕や蚕種業の技術開発や改良に力を入れました。それで、蚕糸王国と呼ばれることになったわけです。長野県の近代のあゆみは養蚕や製糸業の盛衰に左右され長野県の命綱は、蚕糸業であったと断言して過言ではありません。
長野県の製糸業は県外や外国にまで進出し、日本の製糸の中心となります。なので、長野県内のいたるところの農家では養蚕が営まれました。
　蚕糸業は大正時代から昭和初年にかけて全盛期を迎えますが、1929年（昭和4）からの世界大恐慌の影響をうけ、製糸業を営む会社の倒産が相次ぎ、繭価の価値の大暴落のため生活を養蚕に"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="現代に繋がる主導的産業の偏移について" title="現代に繋がる主導的産業の偏移について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9570">現代に繋がる主導的産業の偏移について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9570">　幕末の開港によって長野県は地域経済を世界につなげることになった。そこで長野県を国外まで広げる一翼を担ったのは生糸でした。
　長野県は外国との交流が始まると、器械製糸を取り入れ、養蚕や蚕種業の技術開発や改良に力を入れました。それで、蚕糸王国と呼ばれることになったわけです。長野県の近代のあゆみは養蚕や製糸業の盛衰に左右され長野県の命綱は、蚕糸業であったと断言して過言ではありません。
長野県の製糸業は県外や外国にまで進出し、日本の製糸の中心となります。なので、長野県内のいたるところの農家では養蚕が営まれました。
　蚕糸業は大正時代から昭和初年にかけて全盛期を迎えますが、1929年（昭和4）からの世界大恐慌の影響をうけ、製糸業を営む会社の倒産が相次ぎ、繭価の価値の大暴落のため生活を養蚕に</a></td><td class="date">2022-08-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8986">28</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/458/008986.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「アスレチック施設」リフレッシュパークあおきのアスレチックエリアにあるアスレチック用具。
本格的でかなり疲れるものの、山の中で自然に触れあいながら楽しむことができる。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/458/thumbnails/008986.jpg" alt="アスレチック施設" title="アスレチック施設" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8986">アスレチック施設</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8986">リフレッシュパークあおきのアスレチックエリアにあるアスレチック用具。
本格的でかなり疲れるものの、山の中で自然に触れあいながら楽しむことができる。</a></td><td class="date">2022-05-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8896">29</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/462/008896.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「布引観音 布引山釈尊寺」長野県小諸市布引山にある、「牛に引かれて善光寺参り」伝説で有名な寺。行基が開いたと伝わる歴史がある。善光寺に繋がるとされる善光寺穴など、参道には様々な言い伝えが残る洞穴や岩が多く存在しており、案内看板を読みながら登る楽しさもある。
観音堂は崖に張り付くような形の懸崖造りで作られており、見応えがある。自然に囲まれていたり、山の上の高い部分に作られていたりすることから、眺望もいい場所である。
参道は軽い山道のようになっており、軽い運動に適している。

牛に引かれて善光寺参りとは、布引山釈尊寺と善光寺に関する伝説。布引山の麓に暮らす不信心な老婆が川で布を洗っていたところ、牛が現れて布を角にひっかけていってしまった。老婆は怒って牛を追いかけ、ついに善光寺まで辿り着いた。そこで牛の涎が"><img src="https://d-commons.info/upload/4/462/thumbnails/008896.jpg" alt="布引観音 布引山釈尊寺" title="布引観音 布引山釈尊寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8896">布引観音 布引山釈尊寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8896">長野県小諸市布引山にある、「牛に引かれて善光寺参り」伝説で有名な寺。行基が開いたと伝わる歴史がある。善光寺に繋がるとされる善光寺穴など、参道には様々な言い伝えが残る洞穴や岩が多く存在しており、案内看板を読みながら登る楽しさもある。
観音堂は崖に張り付くような形の懸崖造りで作られており、見応えがある。自然に囲まれていたり、山の上の高い部分に作られていたりすることから、眺望もいい場所である。
参道は軽い山道のようになっており、軽い運動に適している。

牛に引かれて善光寺参りとは、布引山釈尊寺と善光寺に関する伝説。布引山の麓に暮らす不信心な老婆が川で布を洗っていたところ、牛が現れて布を角にひっかけていってしまった。老婆は怒って牛を追いかけ、ついに善光寺まで辿り着いた。そこで牛の涎が</a></td><td class="date">2022-05-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8717">30</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/80/008717.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「第28号『上田小県における感染症の歴史』」上田小県近現代史研究会ブックレット第28号『上田小県における感染症の歴史』
【編著・発行】上田小県近現代史研究会
【発行】2021年12月10日
【定価】600円（税別）上田市内の書店でお買い求めください。

　パンデミック（世界的大流行）はこれまでも幾度となく立ち現れ、先人たちもその度に脅かされてきました。多くの命が奪われ、社会活動に支障をきたしました。しかし、その都度全力で立ち向かい、できる限りの対策を講じて乗りこえようとしてきました。なす術もないと思われた時でさえ絶望せず、しばしば神仏に疫病退散を祈り続けました。(略)
　もう一度各章にわたり取り上げたテーマについて、明らかにできた教訓や課題、厳しい条件の中でも命や暮らし、さらには文化を守るための人々の努力があったことを確認してみましょう。（"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="第28号『上田小県における感染症の歴史』" title="第28号『上田小県における感染症の歴史』" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8717">第28号『上田小県における感染症の歴史』</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8717">上田小県近現代史研究会ブックレット第28号『上田小県における感染症の歴史』
【編著・発行】上田小県近現代史研究会
【発行】2021年12月10日
【定価】600円（税別）上田市内の書店でお買い求めください。

　パンデミック（世界的大流行）はこれまでも幾度となく立ち現れ、先人たちもその度に脅かされてきました。多くの命が奪われ、社会活動に支障をきたしました。しかし、その都度全力で立ち向かい、できる限りの対策を講じて乗りこえようとしてきました。なす術もないと思われた時でさえ絶望せず、しばしば神仏に疫病退散を祈り続けました。(略)
　もう一度各章にわたり取り上げたテーマについて、明らかにできた教訓や課題、厳しい条件の中でも命や暮らし、さらには文化を守るための人々の努力があったことを確認してみましょう。（</a></td><td class="date">2022-03-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8711">31</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/80/008711.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「当研究会発行のブックレット　バックナンバー」号によっては品切れがあります。上田市内の書店でお買い求めください。または上田小県近現代史研究会事務局へお申込みください（下記に住所記載）。

号数　ブックレットタイトル　著者　発行年月
1 『<a href=https://d-commons.net/uedagaku/kingen1?c=&p=1645>深町広子と上田自由大学</a>』上原民恵[著] 1995.03,2000[改訂]【品切れ】
2 『<a href=https://d-commons.net/uedagaku/kingen1?c=&p=1646>上田小県地方に空襲があった</a>』新津新生[著] 1996.07,2005[改訂]【品切れ】
2 『<a href=https://d-commons.net/uedagaku/kingen1?c=&p=2167>上田小県地方に空襲があった 増補改訂版</a>』新津新生[著] 2005.07【品切れ】
3 『<a href=https://d-commons.net/uedagaku/kingen1?c=&p=1647>信州の鎌倉　別所温泉―歴史と文化―</a>』上田小県近現代史研究会[編] 1997.10,1998[改訂]【品切れ】
4 『<a href=https://d-commons.net/uedagaku/kingen1?c=&p=2159>金"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="当研究会発行のブックレット　バックナンバー" title="当研究会発行のブックレット　バックナンバー" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8711">当研究会発行のブックレット　バックナンバー</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8711">号によっては品切れがあります。上田市内の書店でお買い求めください。または上田小県近現代史研究会事務局へお申込みください（下記に住所記載）。

号数　ブックレットタイトル　著者　発行年月
1 『<a href=https://d-commons.net/uedagaku/kingen1?c=&p=1645>深町広子と上田自由大学</a>』上原民恵[著] 1995.03,2000[改訂]【品切れ】
2 『<a href=https://d-commons.net/uedagaku/kingen1?c=&p=1646>上田小県地方に空襲があった</a>』新津新生[著] 1996.07,2005[改訂]【品切れ】
2 『<a href=https://d-commons.net/uedagaku/kingen1?c=&p=2167>上田小県地方に空襲があった 増補改訂版</a>』新津新生[著] 2005.07【品切れ】
3 『<a href=https://d-commons.net/uedagaku/kingen1?c=&p=1647>信州の鎌倉　別所温泉―歴史と文化―</a>』上田小県近現代史研究会[編] 1997.10,1998[改訂]【品切れ】
4 『<a href=https://d-commons.net/uedagaku/kingen1?c=&p=2159>金</a></td><td class="date">2022-03-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8687">32</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/449/008687.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「外地との行き来」志津衛の三男、祖父の俊三は大柄で、運動神経抜群。
京城中学校が甲子園に出場した時、ホームランも打っています。
外地の学校も、船で日本に遠征していた時の写真です。
甲子園での第12〜14回に出場し、成績も残っています。
12回大会は大正15年(１９２６年）なので、志津衛殉職の後7年後のこと。写真には手書きで、１９２７年とありますので、13回大会の時のものと思われます。
大正天皇は12月25日崩御なので、この年はすでに昭和２年の和暦となっています。
日本と京城間は、頻繁だったことに驚きます。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/449/thumbnails/008687.jpg" alt="外地との行き来" title="外地との行き来" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8687">外地との行き来</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8687">志津衛の三男、祖父の俊三は大柄で、運動神経抜群。
京城中学校が甲子園に出場した時、ホームランも打っています。
外地の学校も、船で日本に遠征していた時の写真です。
甲子園での第12〜14回に出場し、成績も残っています。
12回大会は大正15年(１９２６年）なので、志津衛殉職の後7年後のこと。写真には手書きで、１９２７年とありますので、13回大会の時のものと思われます。
大正天皇は12月25日崩御なので、この年はすでに昭和２年の和暦となっています。
日本と京城間は、頻繁だったことに驚きます。</a></td><td class="date">2022-02-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8648">33</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/436/008648.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦後の選挙」1947年4月25日金曜日には第23回衆議院議員選挙が行われた。この時期から民主化に向けて選挙運動が活発に行われていたことがよく分かる。


『西塩田時報「戦後」』第4号（1947年4月20年）1頁"><img src="https://d-commons.info/upload/4/436/thumbnails/008648.jpg" alt="戦後の選挙" title="戦後の選挙" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8648">戦後の選挙</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8648">1947年4月25日金曜日には第23回衆議院議員選挙が行われた。この時期から民主化に向けて選挙運動が活発に行われていたことがよく分かる。


『西塩田時報「戦後」』第4号（1947年4月20年）1頁</a></td><td class="date">2022-02-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8643">34</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/434/008643.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前編・鹿教湯の伝承」鹿教湯全体に伝承として伝わっているのは、
成り立ち以外だと鹿教湯八景という歌があります。
近くにある西内小学校の運動会で歌って、
踊りもあります。
故に地域の人はみんな覚えているわけですね。
いつ頃からこの歌が生まれたのかはよくわかりません。
ただ、この歌詞が鹿教湯という地域の特色を
ありのままあらわしています。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/434/thumbnails/008643.jpg" alt="前編・鹿教湯の伝承" title="前編・鹿教湯の伝承" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8643">前編・鹿教湯の伝承</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8643">鹿教湯全体に伝承として伝わっているのは、
成り立ち以外だと鹿教湯八景という歌があります。
近くにある西内小学校の運動会で歌って、
踊りもあります。
故に地域の人はみんな覚えているわけですね。
いつ頃からこの歌が生まれたのかはよくわかりません。
ただ、この歌詞が鹿教湯という地域の特色を
ありのままあらわしています。</a></td><td class="date">2022-02-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8463">35</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/255/008463.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「まとめ」今回上田別所線の歴史を、様々な資料を元に振り返った。
昔別所線の路線は上田の至る所に張り巡らされていた。
しかし、バス交通の発達や、災害によって何度も廃止になりそうになったが、そのたびに市民の存続運動のおかげで現在の別所線が生き残ってきたことが分かる。
今回別所線を掘り下げ、地域の市民の力によって、重要な文化を後世に残すことができると学びました。
参考資料
さようなら別所線
夢と暮らしを乗せて走る別所線
別所線の電車に乗って
https://www.city.ueda.nagano.jp/site/besshosen/list9-48.html"><img src="https://d-commons.info/upload/4/255/thumbnails/008463.jpg" alt="まとめ" title="まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8463">まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8463">今回上田別所線の歴史を、様々な資料を元に振り返った。
昔別所線の路線は上田の至る所に張り巡らされていた。
しかし、バス交通の発達や、災害によって何度も廃止になりそうになったが、そのたびに市民の存続運動のおかげで現在の別所線が生き残ってきたことが分かる。
今回別所線を掘り下げ、地域の市民の力によって、重要な文化を後世に残すことができると学びました。
参考資料
さようなら別所線
夢と暮らしを乗せて走る別所線
別所線の電車に乗って
https://www.city.ueda.nagano.jp/site/besshosen/list9-48.html</a></td><td class="date">2022-02-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8461">36</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/255/008461.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所線存続運動」令和元年台風19号に伴う千曲川左岸堤防の欠損により、令和元年10月13日早朝に上田電鉄別所線千曲川橋梁が崩落しました。これは上田別所線を存続するために、ふるさと寄付金を募るためのモノだ。地元の人々に愛されているのが分かる。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/255/thumbnails/008461.jpg" alt="別所線存続運動" title="別所線存続運動" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8461">別所線存続運動</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8461">令和元年台風19号に伴う千曲川左岸堤防の欠損により、令和元年10月13日早朝に上田電鉄別所線千曲川橋梁が崩落しました。これは上田別所線を存続するために、ふるさと寄付金を募るためのモノだ。地元の人々に愛されているのが分かる。</a></td><td class="date">2022-02-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8450">37</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/413/008450.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「１路線だけ生き残った鉄路」長野県上田盆地には始め五つの路線が張り巡らされていた。車社会の進展にともない昭和40年代までに次々と廃止となったが、唯一残ったのが別所線であったという。
しかし、昭和48年、輸送人員の減少を理由に上田交通が廃線を表明した時があった。沿線住民による存続運動が起こり、翌49年、国と県による鉄道軌道欠損補助の公的支援とともに、上田市が3年間の補助金を交付することで、別所線存続が決まった。3年後の昭和52年にも、沿線住民により存続運動が行われたが、この時点では上田交通の営業努力で赤字幅が減少していたため、廃線を免れている。

[参考文献]
https://www.mintetsu.or.jp/association/mintetsu/pdf/63_p26_27.pdf
[写真]
https://www.city.ueda.nagano.jp/site/besshosen/5563.html"><img src="https://d-commons.info/upload/4/413/thumbnails/008450.png" alt="１路線だけ生き残った鉄路" title="１路線だけ生き残った鉄路" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8450">１路線だけ生き残った鉄路</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8450">長野県上田盆地には始め五つの路線が張り巡らされていた。車社会の進展にともない昭和40年代までに次々と廃止となったが、唯一残ったのが別所線であったという。
しかし、昭和48年、輸送人員の減少を理由に上田交通が廃線を表明した時があった。沿線住民による存続運動が起こり、翌49年、国と県による鉄道軌道欠損補助の公的支援とともに、上田市が3年間の補助金を交付することで、別所線存続が決まった。3年後の昭和52年にも、沿線住民により存続運動が行われたが、この時点では上田交通の営業努力で赤字幅が減少していたため、廃線を免れている。

[参考文献]
https://www.mintetsu.or.jp/association/mintetsu/pdf/63_p26_27.pdf
[写真]
https://www.city.ueda.nagano.jp/site/besshosen/5563.html</a></td><td class="date">2022-02-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8327">38</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「8　参考文献等」・坂井村誌（坂井村・平成四年三月三十日）

・Wikipedia「坂井村（長野県）」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E4%BA%95%E6%9D%91_(%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C)
（2022年1月29日最終閲覧）

・パラパラ地図長野県（2005年10月1日）http://mujina.sakura.ne.jp/history/20/index2.html
（2022年1月29日最終閲覧）

・まんが日本昔ばなしデータベース「うばすて山」
http://nihon.syoukoukai.com/modules/stories/index.php?lid=28
（2022年1月29日最終閲覧）

・コトバンク「国民精神総動員運動」
https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%B7%8F%E5%8B%95%E5%93%A1%E9%81%8B%E5%8B%95-64263
（2022年1月29日最終閲覧）

・e-Stat「国勢調査 / 昭和22年臨時国勢調査 / 全国都道府県郡市区町村別人口（確定数）」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200521&tstat=000001036870&cycle=0&tclass1=000001037104&stat_infid=0000079145"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="8　参考文献等" title="8　参考文献等" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8327">8　参考文献等</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8327">・坂井村誌（坂井村・平成四年三月三十日）

・Wikipedia「坂井村（長野県）」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E4%BA%95%E6%9D%91_(%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C)
（2022年1月29日最終閲覧）

・パラパラ地図長野県（2005年10月1日）http://mujina.sakura.ne.jp/history/20/index2.html
（2022年1月29日最終閲覧）

・まんが日本昔ばなしデータベース「うばすて山」
http://nihon.syoukoukai.com/modules/stories/index.php?lid=28
（2022年1月29日最終閲覧）

・コトバンク「国民精神総動員運動」
https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%B7%8F%E5%8B%95%E5%93%A1%E9%81%8B%E5%8B%95-64263
（2022年1月29日最終閲覧）

・e-Stat「国勢調査 / 昭和22年臨時国勢調査 / 全国都道府県郡市区町村別人口（確定数）」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200521&tstat=000001036870&cycle=0&tclass1=000001037104&stat_infid=0000079145</a></td><td class="date">2022-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8325">39</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「4　年表からひもとく」坂井村誌内の年表を一部引用し、特に重要な部分をまとめた。

<h3>昭和12年（1937年）</h3>
・<strong>盧溝橋事件が勃発。村内の予備兵に召集下令があり、村内に一気に緊張感が流れた。</strong>
・銃後後援会（後に奉公会）結成、村防護団結成・応召家庭の農作業奉仕。
・軍の指示により、初めて防空演習が行われる。
・国防婦人会結成（全村）、国民精神総動員長野県実行委員会（会長・県知事）坂井村支部（支部長・村長）結成。
⇒日中全面戦争の開始に伴って始められた、国民の戦争協力を促す官製国民運動。「精動」と略されることもある。1937年（昭和12）8月第一次近衛文麿(このえふみまろ)内閣は「国民精神総動員実施要綱」を閣議決定し、同年10月「挙国一致、尽忠(じんちゅう)報国、堅忍(けんにん)持久」のスローガンのもとに国民精神総動員"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="4　年表からひもとく" title="4　年表からひもとく" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8325">4　年表からひもとく</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8325">坂井村誌内の年表を一部引用し、特に重要な部分をまとめた。

<h3>昭和12年（1937年）</h3>
・<strong>盧溝橋事件が勃発。村内の予備兵に召集下令があり、村内に一気に緊張感が流れた。</strong>
・銃後後援会（後に奉公会）結成、村防護団結成・応召家庭の農作業奉仕。
・軍の指示により、初めて防空演習が行われる。
・国防婦人会結成（全村）、国民精神総動員長野県実行委員会（会長・県知事）坂井村支部（支部長・村長）結成。
⇒日中全面戦争の開始に伴って始められた、国民の戦争協力を促す官製国民運動。「精動」と略されることもある。1937年（昭和12）8月第一次近衛文麿(このえふみまろ)内閣は「国民精神総動員実施要綱」を閣議決定し、同年10月「挙国一致、尽忠(じんちゅう)報国、堅忍(けんにん)持久」のスローガンのもとに国民精神総動員</a></td><td class="date">2022-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8307">40</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/394/008307.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「運動服調達　決算について(『西塩田青年団報』第32号(1949年11月20日)1頁)」学校の野球・排球用のユニフォーム調達のための寄附結果を掲載、お礼している記事。

スポーツに対する協力体制が感じられ、スポーツが村民にとっても娯楽的に親しまれていることがわかった。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/394/thumbnails/008307.jpg" alt="運動服調達　決算について(『西塩田青年団報』第32号(1949年11月20日)1頁)" title="運動服調達　決算について(『西塩田青年団報』第32号(1949年11月20日)1頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8307">運動服調達　決算について(『西塩田青年団報』第32号(1949年11月20日)1頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8307">学校の野球・排球用のユニフォーム調達のための寄附結果を掲載、お礼している記事。

スポーツに対する協力体制が感じられ、スポーツが村民にとっても娯楽的に親しまれていることがわかった。</a></td><td class="date">2022-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8257">41</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/419/008257.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所温泉の効能について」別所温泉の泉質は皮脂を溶かして古い角質層を軟化させ、その効用で肌がすべすべになるという弱アルカリ性です。

地下から湧き出している温泉水は「還元性」であり還元性は美白や疲労回復、老化防止に効果があるとされています。

効能は以下の通りです。

一般適応性：神経痛、筋肉痛、五十肩、運動麻痺、間接のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔病、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進

利用別適応性：浴用／慢性皮膚病、慢性婦人病、きりきず、糖尿病。　飲用／糖尿病、痛風、便秘"><img src="https://d-commons.info/upload/4/419/thumbnails/008257.jpg" alt="別所温泉の効能について" title="別所温泉の効能について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8257">別所温泉の効能について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8257">別所温泉の泉質は皮脂を溶かして古い角質層を軟化させ、その効用で肌がすべすべになるという弱アルカリ性です。

地下から湧き出している温泉水は「還元性」であり還元性は美白や疲労回復、老化防止に効果があるとされています。

効能は以下の通りです。

一般適応性：神経痛、筋肉痛、五十肩、運動麻痺、間接のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔病、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進

利用別適応性：浴用／慢性皮膚病、慢性婦人病、きりきず、糖尿病。　飲用／糖尿病、痛風、便秘</a></td><td class="date">2022-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8191">42</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山本鼎さんとは」まず農民美術とは農民の方々が作物の育たない冬の間に行なう生業として生まれました。提唱したのは山本鼎さん。彼は立ち寄ったロシアでそこの人々が行なっていたものを参考にし帰国後、長野県神川村(現在の上田市)にて第一回農民美術講習会を開きました。彼自身も多彩な芸術家であり、彼が起こした農民美術運動は後の世に大きな影響を与えました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="山本鼎さんとは" title="山本鼎さんとは" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8191">山本鼎さんとは</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8191">まず農民美術とは農民の方々が作物の育たない冬の間に行なう生業として生まれました。提唱したのは山本鼎さん。彼は立ち寄ったロシアでそこの人々が行なっていたものを参考にし帰国後、長野県神川村(現在の上田市)にて第一回農民美術講習会を開きました。彼自身も多彩な芸術家であり、彼が起こした農民美術運動は後の世に大きな影響を与えました。</a></td><td class="date">2022-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8184">43</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/255/008184.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田別所線を掘り下げ、広めたい」この本は上田小県近現代史研究会が15年ほど前に、上田別所線の歴史をまとめた本だ。
この本を読めば上田の歴史を知ることが出でき、どれだけ地元の人に愛されてきたかが分かる。
今上田の観光地となっている別所温泉街の原型は別所線開業後に、温泉を新たに掘削して完成した。
この本によれば上田別所線は昔、丸子線や青木線など様々な路線がありましたが、バス交通の発達に押され次々と廃線となってしまいました。しかし、別所線は住民たちの存続運動などのおかげもあり、今もなお走り続けています。
参考文献　夢と暮らしを乗せて走る別所線"><img src="https://d-commons.info/upload/4/255/thumbnails/008184.jpg" alt="上田別所線を掘り下げ、広めたい" title="上田別所線を掘り下げ、広めたい" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8184">上田別所線を掘り下げ、広めたい</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8184">この本は上田小県近現代史研究会が15年ほど前に、上田別所線の歴史をまとめた本だ。
この本を読めば上田の歴史を知ることが出でき、どれだけ地元の人に愛されてきたかが分かる。
今上田の観光地となっている別所温泉街の原型は別所線開業後に、温泉を新たに掘削して完成した。
この本によれば上田別所線は昔、丸子線や青木線など様々な路線がありましたが、バス交通の発達に押され次々と廃線となってしまいました。しかし、別所線は住民たちの存続運動などのおかげもあり、今もなお走り続けています。
参考文献　夢と暮らしを乗せて走る別所線</a></td><td class="date">2022-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=7084">44</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/396/007084.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田自然運動公園」上田自然運動公園には体育館プールを中心に、マレットゴルフ場アーチェリー場がある。周囲は四季折々の鮮やかな顔を見せてくれる。敷地内にはひょうたん池という小さな池があり、コガモやカルガモなどの数種類の水鳥が生息していた。コガモは水中に顔をつけながらぐるぐると回り食事をしていて愛らしかった。長野大学からも近いため水鳥を見たい方は行けば愛らしい水鳥の姿が観察できるだろう。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/396/thumbnails/007084.jpg" alt="上田自然運動公園" title="上田自然運動公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=7084">上田自然運動公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=7084">上田自然運動公園には体育館プールを中心に、マレットゴルフ場アーチェリー場がある。周囲は四季折々の鮮やかな顔を見せてくれる。敷地内にはひょうたん池という小さな池があり、コガモやカルガモなどの数種類の水鳥が生息していた。コガモは水中に顔をつけながらぐるぐると回り食事をしていて愛らしかった。長野大学からも近いため水鳥を見たい方は行けば愛らしい水鳥の姿が観察できるだろう。</a></td><td class="date">2021-12-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=7020">45</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「[上田市に本社を持つ企業④]アート金属工業」関連会社など(国内)：県内三つ・愛知・大阪
関連会社など(国外)：ドイツ

主力製品：ピストン(自動車のエンジンなど内熱機関において、熱エネルギーを運動エネルギーに変換する部品)


参考資料
アート金属工業　公式企業サイト (http://www.art-piston.co.jp/) アート金属工業株式会社　代表取締役社長　三城　伸五　　2021/12/13参照"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="[上田市に本社を持つ企業④]アート金属工業" title="[上田市に本社を持つ企業④]アート金属工業" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=7020">[上田市に本社を持つ企業④]アート金属工業</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=7020">関連会社など(国内)：県内三つ・愛知・大阪
関連会社など(国外)：ドイツ

主力製品：ピストン(自動車のエンジンなど内熱機関において、熱エネルギーを運動エネルギーに変換する部品)


参考資料
アート金属工業　公式企業サイト (http://www.art-piston.co.jp/) アート金属工業株式会社　代表取締役社長　三城　伸五　　2021/12/13参照</a></td><td class="date">2021-12-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5771">46</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/428/005771.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ああ、感激の優勝旗（『西塩田時報』第204号(1940年10月31日)6頁）」この資料は、上田市営運動場という場所で行われた体育大会の様子を記している。上田市営運動場という場所を調べて見たがどの施設のことを指しているのかがハッキリしなかった。というのも、この運動会が開催された昭和15年（1940年）には上田城跡公園陸上競技場はあったが、当時から陸上競技場という名で呼ばれていたと思われるため（勝俣英吉郎の銅像に記されている碑文に陸上競技場と記されていることから）、運動場という名前で新聞に載せるかどうかが怪しいと判断したためである。この体育大会では現在も競技として残っている100M走や800Mリレーの他に、バトンの代わりに俵を用いたリレーや手榴弾投という現在にはあまり聞かない競技が記されている。

現在の新聞では大会が開催されたことを掲載する際は、結果しか載せないことが多い"><img src="https://d-commons.info/upload/4/428/thumbnails/005771.jpg" alt="ああ、感激の優勝旗（『西塩田時報』第204号(1940年10月31日)6頁）" title="ああ、感激の優勝旗（『西塩田時報』第204号(1940年10月31日)6頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5771">ああ、感激の優勝旗（『西塩田時報』第204号(1940年10月31日)6頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5771">この資料は、上田市営運動場という場所で行われた体育大会の様子を記している。上田市営運動場という場所を調べて見たがどの施設のことを指しているのかがハッキリしなかった。というのも、この運動会が開催された昭和15年（1940年）には上田城跡公園陸上競技場はあったが、当時から陸上競技場という名で呼ばれていたと思われるため（勝俣英吉郎の銅像に記されている碑文に陸上競技場と記されていることから）、運動場という名前で新聞に載せるかどうかが怪しいと判断したためである。この体育大会では現在も競技として残っている100M走や800Mリレーの他に、バトンの代わりに俵を用いたリレーや手榴弾投という現在にはあまり聞かない競技が記されている。

現在の新聞では大会が開催されたことを掲載する際は、結果しか載せないことが多い</a></td><td class="date">2021-12-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4349">47</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/355/004349.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「愛宕神社(仁古田)」川西の仁古田地区の愛宕山中腹に建立されています。火伏の神が奉られているとされています。見晴らし台も設置されていたりと､周りの景色を楽しみたい方にはオススメです。パワースポットとも呼ばれていることがあるという噂なので、ハイキングを兼ねていかがでしょうか。私も登りましたがとても良い運動になると思います。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/355/thumbnails/004349.jpg" alt="愛宕神社(仁古田)" title="愛宕神社(仁古田)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4349">愛宕神社(仁古田)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4349">川西の仁古田地区の愛宕山中腹に建立されています。火伏の神が奉られているとされています。見晴らし台も設置されていたりと､周りの景色を楽しみたい方にはオススメです。パワースポットとも呼ばれていることがあるという噂なので、ハイキングを兼ねていかがでしょうか。私も登りましたがとても良い運動になると思います。</a></td><td class="date">2021-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4275">48</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/350/004275.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「榛名神社」　群馬県高崎市にある神社です。創建は6世紀後半といわれ、1400年を越える歴史を持ちます。主祭神として火の神である「火産霊神（ほむすびのかみ）」と、土の神である「埴山毘売神（はにやまひめのかみ）」を祀り、古くから鎮火、開運、五穀豊穣、商売繁盛のご利益があるといわれています。
　一人暮らしや久しぶりの学校で疲れた心を癒やすために訪れました。自然豊かで空気がとても澄んでいて、神社だけでなく不思議な形をした岩や小さいですが滝も有り、自然を楽しむことができると思います。山にあるので運動不足の人には坂がきつく感じると思います。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/350/thumbnails/004275.jpg" alt="榛名神社" title="榛名神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4275">榛名神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4275">　群馬県高崎市にある神社です。創建は6世紀後半といわれ、1400年を越える歴史を持ちます。主祭神として火の神である「火産霊神（ほむすびのかみ）」と、土の神である「埴山毘売神（はにやまひめのかみ）」を祀り、古くから鎮火、開運、五穀豊穣、商売繁盛のご利益があるといわれています。
　一人暮らしや久しぶりの学校で疲れた心を癒やすために訪れました。自然豊かで空気がとても澄んでいて、神社だけでなく不思議な形をした岩や小さいですが滝も有り、自然を楽しむことができると思います。山にあるので運動不足の人には坂がきつく感じると思います。</a></td><td class="date">2021-05-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4230">49</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/357/004230.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「自然運動公園」写真のようにすごく広大な敷地でした。敷地内には写真のようなスポーツを楽しむことができる場所がいくつかあるようでした。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/357/thumbnails/004230.jpg" alt="自然運動公園" title="自然運動公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4230">自然運動公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4230">写真のようにすごく広大な敷地でした。敷地内には写真のようなスポーツを楽しむことができる場所がいくつかあるようでした。</a></td><td class="date">2021-05-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4157">50</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/239/004157.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「在外資産補償関係(1955/昭和30年 殿城村)」下のリンクを選ぶと文書全体のPDFをダウンロード表示します。ダウンロード表示には時間がかかります。
<table><tr><td><a href=http://www.d-commons.net/koza/arch/32.pdf target=_blank><img src=https://d-commons.net/doc/icon/pdf.jpg alt=PDF></a></td><td><a href=http://www.d-commons.net/koza/arch/32.pdf target=_blank><font size=+2><b>在外資産補償関係(1955/昭和30年 殿城村)</b></font></a><br> 414頁／88MB</td></tr></table>
<table><tr><td><a href=https://d-commons.net/koza/arch/32.zip target=_blank><img src=https://d-commons.net/doc/icon/zip.jpg alt=PDF></td><td><a href=https://d-commons.net/koza/arch/32.zip target=_blank><b>全頁JPEG画像[長辺1280ピクセル]　ZIP形式で圧縮</b></a><br> 414ファイル／103MB</td></tr></table>

▼上田市公文書館資料情報
在外資産補償関係
ざいがいしさんほしょうかんけい
請求番号	01-S30-01-6977
文書の種類	旧役場文書
地域	殿城村
作成年度（和暦）	昭和3"><img src="https://d-commons.info/upload/4/239/thumbnails/004157.jpg" alt="在外資産補償関係(1955/昭和30年 殿城村)" title="在外資産補償関係(1955/昭和30年 殿城村)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4157">在外資産補償関係(1955/昭和30年 殿城村)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4157">下のリンクを選ぶと文書全体のPDFをダウンロード表示します。ダウンロード表示には時間がかかります。
<table><tr><td><a href=http://www.d-commons.net/koza/arch/32.pdf target=_blank><img src=https://d-commons.net/doc/icon/pdf.jpg alt=PDF></a></td><td><a href=http://www.d-commons.net/koza/arch/32.pdf target=_blank><font size=+2><b>在外資産補償関係(1955/昭和30年 殿城村)</b></font></a><br> 414頁／88MB</td></tr></table>
<table><tr><td><a href=https://d-commons.net/koza/arch/32.zip target=_blank><img src=https://d-commons.net/doc/icon/zip.jpg alt=PDF></td><td><a href=https://d-commons.net/koza/arch/32.zip target=_blank><b>全頁JPEG画像[長辺1280ピクセル]　ZIP形式で圧縮</b></a><br> 414ファイル／103MB</td></tr></table>

▼上田市公文書館資料情報
在外資産補償関係
ざいがいしさんほしょうかんけい
請求番号	01-S30-01-6977
文書の種類	旧役場文書
地域	殿城村
作成年度（和暦）	昭和3</a></td><td class="date">2021-03-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4004">51</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/51/004004.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山本鼎による農民美術運動」山本鼎が始めた農民美術運動は、農民によって作られる作品が国を豊かにすると提唱しました。農閑期に農民が工芸品を作ることで農家の副収入を増やすことと、国民の美に対する意識を高めることを目的としたものです。
具体的な工芸品は木っ端人形や木彫があります。国分にある尾澤木彫美術館には多くの作品が展示されていました。どんなに小さい人形でも人間の手によって彫られたと思うとすごいなと感心するばかりです。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="山本鼎による農民美術運動" title="山本鼎による農民美術運動" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4004">山本鼎による農民美術運動</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4004">山本鼎が始めた農民美術運動は、農民によって作られる作品が国を豊かにすると提唱しました。農閑期に農民が工芸品を作ることで農家の副収入を増やすことと、国民の美に対する意識を高めることを目的としたものです。
具体的な工芸品は木っ端人形や木彫があります。国分にある尾澤木彫美術館には多くの作品が展示されていました。どんなに小さい人形でも人間の手によって彫られたと思うとすごいなと感心するばかりです。</a></td><td class="date">2021-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4002">52</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/51/004002.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山本鼎による児童自由画教育」この写真に書いてある言葉は山本鼎の言葉です。
山本鼎は「児童自由画運動」と「農民美術運動」のパイオニアです。
児童自由画運動は児童が絵を描く際にお手本をまねて描くのではなく、自分の思うままに好きなように描くことが大事であると伝える運動です。第1回の自由画運動が行われた神川小学校には児童による多くの自由画が残されています。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="山本鼎による児童自由画教育" title="山本鼎による児童自由画教育" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4002">山本鼎による児童自由画教育</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4002">この写真に書いてある言葉は山本鼎の言葉です。
山本鼎は「児童自由画運動」と「農民美術運動」のパイオニアです。
児童自由画運動は児童が絵を描く際にお手本をまねて描くのではなく、自分の思うままに好きなように描くことが大事であると伝える運動です。第1回の自由画運動が行われた神川小学校には児童による多くの自由画が残されています。</a></td><td class="date">2021-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3977">53</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/51/003977.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山本鼎物語」この本は山本鼎の会のメンバーである神田愛子さんが書かれた本です。山本鼎の幼少期や自由画運動の始まり、農民美術運動の始まり、そして鼎の死後について描かれています。鼎の生涯がこの一冊にまとめられていると言えるでしょう。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="山本鼎物語" title="山本鼎物語" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3977">山本鼎物語</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3977">この本は山本鼎の会のメンバーである神田愛子さんが書かれた本です。山本鼎の幼少期や自由画運動の始まり、農民美術運動の始まり、そして鼎の死後について描かれています。鼎の生涯がこの一冊にまとめられていると言えるでしょう。</a></td><td class="date">2021-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3953">54</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/86/003953.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「翼賛壮年圑・青少年圑(『西塩田村公報』第10号(1943年8月25日)3頁)」翼賛壮年圑：緊急食糧增産確保並労力対策協議会の記事。食糧増産のために中学校から動員するなどの内容。

青少年圑：食糧增産運動の記事。

緊急と名付けられるほどのひっ迫している状態であると考えられ、荒廃地を改善し生産しているがそれでも不足しているのが伝わる。


▼この記事は以下から参照できます。
#947 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0947.jpg>『西塩田村公報』第10号(1943年8月25日)3頁</a>"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="翼賛壮年圑・青少年圑(『西塩田村公報』第10号(1943年8月25日)3頁)" title="翼賛壮年圑・青少年圑(『西塩田村公報』第10号(1943年8月25日)3頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3953">翼賛壮年圑・青少年圑(『西塩田村公報』第10号(1943年8月25日)3頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3953">翼賛壮年圑：緊急食糧增産確保並労力対策協議会の記事。食糧増産のために中学校から動員するなどの内容。

青少年圑：食糧增産運動の記事。

緊急と名付けられるほどのひっ迫している状態であると考えられ、荒廃地を改善し生産しているがそれでも不足しているのが伝わる。


▼この記事は以下から参照できます。
#947 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0947.jpg>『西塩田村公報』第10号(1943年8月25日)3頁</a></a></td><td class="date">2021-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3744">55</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/112/003744.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「私の『西塩田時報』面白記事ピックアップ②」『ムシ歯予防デー（昭和12年6月1日）』通しp732
『ムシ歯予防デー（昭和12年6月1日）』についての私の意見を述べる。『歯の衛生と農村保健運動とは重大な関係を持つて居ります。』という書き出しにインパクトを感じ選んだ。現在の「歯と口の健康習慣」（6月4日～10日）はこの虫歯予防デーが元である。私は予防医療が浸透した時代に生まれたが、予防医療の発達以前はどのような取組み・姿勢だったのか興味がある。当該記事では『病は口より入る』の諺や『私達の病気は口から入つていくと言つてもいい位で、言はば病気の通路みたいなものと言へる』と、概念的に理解しやすいような記述が見られる。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/112/thumbnails/003744.png" alt="私の『西塩田時報』面白記事ピックアップ②" title="私の『西塩田時報』面白記事ピックアップ②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3744">私の『西塩田時報』面白記事ピックアップ②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3744">『ムシ歯予防デー（昭和12年6月1日）』通しp732
『ムシ歯予防デー（昭和12年6月1日）』についての私の意見を述べる。『歯の衛生と農村保健運動とは重大な関係を持つて居ります。』という書き出しにインパクトを感じ選んだ。現在の「歯と口の健康習慣」（6月4日～10日）はこの虫歯予防デーが元である。私は予防医療が浸透した時代に生まれたが、予防医療の発達以前はどのような取組み・姿勢だったのか興味がある。当該記事では『病は口より入る』の諺や『私達の病気は口から入つていくと言つてもいい位で、言はば病気の通路みたいなものと言へる』と、概念的に理解しやすいような記述が見られる。</a></td><td class="date">2021-01-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3739">56</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/194/003739.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山本宣治　高倉・テル　齋藤房雄　記念碑」別所温泉の交番から安楽寺へ向かう途中右手上に、建てられている。


説明板のテキスト

山本宣治
高倉・テル 記念碑について
齋藤 房雄
昭和初期の大恐慌の中、上小(上田・小県)農民組合連合会が結成
され、小作料値下げ、土地取り上げ反対などの運動に立ち上がった。
これよりまえ、上田自由大学の講師として別所に在住していたタカ
クラ・テル(高知県出身、文学者、日本共産党衆・参議院議員)は
農民運動・民主主義と社会進歩の運動に指導的役割を果たした。
一九二九年三月一日、上小農民組合連合会は第二回総会にタカクラ
の義兄弟にあたる山本宣治(京都府出身、生物学者、労農党代議士
『山宣』)を招く。
この記念講演は「千名を超える聴衆に深い感動を与えた。
この講演から四日後の三月五日、山宣は治安維持法改悪承認の議"><img src="https://d-commons.info/upload/4/194/thumbnails/003739.jpg" alt="山本宣治　高倉・テル　齋藤房雄　記念碑" title="山本宣治　高倉・テル　齋藤房雄　記念碑" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3739">山本宣治　高倉・テル　齋藤房雄　記念碑</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3739">別所温泉の交番から安楽寺へ向かう途中右手上に、建てられている。


説明板のテキスト

山本宣治
高倉・テル 記念碑について
齋藤 房雄
昭和初期の大恐慌の中、上小(上田・小県)農民組合連合会が結成
され、小作料値下げ、土地取り上げ反対などの運動に立ち上がった。
これよりまえ、上田自由大学の講師として別所に在住していたタカ
クラ・テル(高知県出身、文学者、日本共産党衆・参議院議員)は
農民運動・民主主義と社会進歩の運動に指導的役割を果たした。
一九二九年三月一日、上小農民組合連合会は第二回総会にタカクラ
の義兄弟にあたる山本宣治(京都府出身、生物学者、労農党代議士
『山宣』)を招く。
この記念講演は「千名を超える聴衆に深い感動を与えた。
この講演から四日後の三月五日、山宣は治安維持法改悪承認の議</a></td><td class="date">2020-12-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3673">57</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/185/003673.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「緑化運動に寄せて『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁」緑化運動についての意見が書かれた記事。戦争によって失われた信州の情景の美しさ心の豊かさを説き、気持ちを奮い起こさせている。


『戦いは破壊のみに終つた。』
戦後の景色と人々の思いが伝わってくる最初の一文。

戦後まだ間もない人たちの、緑を、信州を愛する思いに触れ、私たちも今一度、森林問題について関心を向けるべきであると思わせられる。



▼この記事は以下から参照できます。
 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1011.jpg>『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁</a>"><img src="https://d-commons.info/upload/4/185/thumbnails/003673.jpg" alt="緑化運動に寄せて『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁" title="緑化運動に寄せて『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3673">緑化運動に寄せて『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3673">緑化運動についての意見が書かれた記事。戦争によって失われた信州の情景の美しさ心の豊かさを説き、気持ちを奮い起こさせている。


『戦いは破壊のみに終つた。』
戦後の景色と人々の思いが伝わってくる最初の一文。

戦後まだ間もない人たちの、緑を、信州を愛する思いに触れ、私たちも今一度、森林問題について関心を向けるべきであると思わせられる。



▼この記事は以下から参照できます。
 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1011.jpg>『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁</a></a></td><td class="date">2020-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3629">58</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/292/003629.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「抜け切れぬ弊習　村議戦を顧みて (『西塩田時報[戦後]』第5号(1947年5月20日)1頁)」この記事は、地方村初めての民主選挙の不完全性や不足点を列挙しているというものだ。この記事の面白い点は、歴史的な変遷の形を地方の目線から見ているということだ。

選挙制度の整備や選挙運動の問題といった改革直後の甘さを感じさせている点は面白く、また歴史的な目線でも学習になる。女性の候補者の問題も今にも名残を感じる課題として歴史を感じた。

こういった戦後の不安定な状況からいかにして立ち上がっていったのかここからの興味が尽きない素敵な記事である。
▼この記事は以下から参照できます。
#989 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0989.jpg>『西塩田時報[戦後]』第5号(1947年5月20日)1頁</a>"><img src="https://d-commons.info/upload/4/292/thumbnails/003629.jpg" alt="抜け切れぬ弊習　村議戦を顧みて (『西塩田時報[戦後]』第5号(1947年5月20日)1頁)" title="抜け切れぬ弊習　村議戦を顧みて (『西塩田時報[戦後]』第5号(1947年5月20日)1頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3629">抜け切れぬ弊習　村議戦を顧みて (『西塩田時報[戦後]』第5号(1947年5月20日)1頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3629">この記事は、地方村初めての民主選挙の不完全性や不足点を列挙しているというものだ。この記事の面白い点は、歴史的な変遷の形を地方の目線から見ているということだ。

選挙制度の整備や選挙運動の問題といった改革直後の甘さを感じさせている点は面白く、また歴史的な目線でも学習になる。女性の候補者の問題も今にも名残を感じる課題として歴史を感じた。

こういった戦後の不安定な状況からいかにして立ち上がっていったのかここからの興味が尽きない素敵な記事である。
▼この記事は以下から参照できます。
#989 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0989.jpg>『西塩田時報[戦後]』第5号(1947年5月20日)1頁</a></a></td><td class="date">2020-12-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3419">59</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/272/003419.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「地元が誇るため池」長野大学から徒歩10分ほど、多目的運動場付近にこのため池があります。
一見すると普通のため池のように見えるのですが... 実はこのため池は「ため池100選」(正式名称は忘れてしまいましたが...) に選ばれたものだと、近くの看板に書いてありました。素人からすると、どういった基準でため池の良さをはかるのかはわかりませんが.. 見る人が見れば凄いため池のようです。
地域が誇るため池、と言えるのではないかと思います。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/272/thumbnails/003419.jpg" alt="地元が誇るため池" title="地元が誇るため池" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3419">地元が誇るため池</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3419">長野大学から徒歩10分ほど、多目的運動場付近にこのため池があります。
一見すると普通のため池のように見えるのですが... 実はこのため池は「ため池100選」(正式名称は忘れてしまいましたが...) に選ばれたものだと、近くの看板に書いてありました。素人からすると、どういった基準でため池の良さをはかるのかはわかりませんが.. 見る人が見れば凄いため池のようです。
地域が誇るため池、と言えるのではないかと思います。</a></td><td class="date">2020-11-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3082">60</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/191/003082.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃蚕種組合事務所外部及内部之図(日本博覧図1897所載)」『日本博覧図』は関東を中心とした地域の名所旧跡、寺社、豪商の邸宅等を描いた銅版画集。1897年(明治30年)発刊の第12編には上田小県の寺社・邸宅等20点の銅版画が収録されている。「信濃蚕種組合事務所外部及内部之図」はその一つである。

信濃蚕種組合は1889年(明治22年)、藤本善右衛門(塩尻村)、工藤善助(丸子村)、田中忠七(上田町)、倉島弥平(神川村)、佐藤郡三(県村)の５人が発起人となって上田小県全域の蚕種製造家と販売業者が一緒になって結成した。良質の蚕種の製造と販売を保つため、蚕病検査、種繭の処理法、採桑の規定を設けて組合員に遵守させた。組合長の藤本善右衛門らは長野県に検査所を設ける運動を起こし、国会にも要請し1897年(明治30年)、蚕種検査法が成立した。その結果1898年(明治31年)、小県郡蚕種同業組合が設立された。1897"><img src="https://d-commons.info/upload/4/191/thumbnails/003082.jpg" alt="信濃蚕種組合事務所外部及内部之図(日本博覧図1897所載)" title="信濃蚕種組合事務所外部及内部之図(日本博覧図1897所載)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3082">信濃蚕種組合事務所外部及内部之図(日本博覧図1897所載)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3082">『日本博覧図』は関東を中心とした地域の名所旧跡、寺社、豪商の邸宅等を描いた銅版画集。1897年(明治30年)発刊の第12編には上田小県の寺社・邸宅等20点の銅版画が収録されている。「信濃蚕種組合事務所外部及内部之図」はその一つである。

信濃蚕種組合は1889年(明治22年)、藤本善右衛門(塩尻村)、工藤善助(丸子村)、田中忠七(上田町)、倉島弥平(神川村)、佐藤郡三(県村)の５人が発起人となって上田小県全域の蚕種製造家と販売業者が一緒になって結成した。良質の蚕種の製造と販売を保つため、蚕病検査、種繭の処理法、採桑の規定を設けて組合員に遵守させた。組合長の藤本善右衛門らは長野県に検査所を設ける運動を起こし、国会にも要請し1897年(明治30年)、蚕種検査法が成立した。その結果1898年(明治31年)、小県郡蚕種同業組合が設立された。1897</a></td><td class="date">2020-09-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3045">61</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/003045.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「勝俣英吉郎と上田市民大学」上田市の勝俣英吉郎は蚕都上田の絶頂期に当たる1922年、第２代市長となり文教に重点を置いた施策を次々と実施します。その一つに「上田市民大学」があります。勝俣自身、上田自由大学の聴講生でもあり、「先ず郷土を知れ」の信条のもと、後に『上田市史』(1940)を執筆する藤澤直枝を起用し、地域に密着した学習を奨励したと言います（下記参照）。

地域学習の原点としても顕彰される実践です。

-----------------------------------------------------
<b>上田市民大学開講</b>
　上田自由大学の聴講生だった勝俣英吉郎は大正十三年七月、市長に就任すると同年九月に上田市民大学を発足させました。勝俣は図書館の充実、市営運動場建設、徴古館（現上田市立博物館）の開館など社会教育重視の施策を打ち出しましたが、市民大学開講もその一つでした。「先ず"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/003045.jpg" alt="勝俣英吉郎と上田市民大学" title="勝俣英吉郎と上田市民大学" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3045">勝俣英吉郎と上田市民大学</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3045">上田市の勝俣英吉郎は蚕都上田の絶頂期に当たる1922年、第２代市長となり文教に重点を置いた施策を次々と実施します。その一つに「上田市民大学」があります。勝俣自身、上田自由大学の聴講生でもあり、「先ず郷土を知れ」の信条のもと、後に『上田市史』(1940)を執筆する藤澤直枝を起用し、地域に密着した学習を奨励したと言います（下記参照）。

地域学習の原点としても顕彰される実践です。

-----------------------------------------------------
<b>上田市民大学開講</b>
　上田自由大学の聴講生だった勝俣英吉郎は大正十三年七月、市長に就任すると同年九月に上田市民大学を発足させました。勝俣は図書館の充実、市営運動場建設、徴古館（現上田市立博物館）の開館など社会教育重視の施策を打ち出しましたが、市民大学開講もその一つでした。「先ず</a></td><td class="date">2020-08-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3038">62</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/191/003038.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山本鼎／農民美術 農の心ここに輝く」<iframe width=640 height=360 src=https://www.youtube.com/embed/Ktol4qQrJvs frameborder=0 allow=accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture allowfullscreen></iframe>

山本鼎(やまもとかなえ 1882～1946)が起こした農民美術運動を解説した映像コンテンツ。30分。
制作：上田市/上田市マルチメディア情報センター、2000年制作。
著作：上田市/財団法人地域創造

こちらには上田市マルチメディア情報センターがYouTubeに公開した映像コンテンツをリンクし再掲しています。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/191/thumbnails/003038.jpg" alt="山本鼎／農民美術 農の心ここに輝く" title="山本鼎／農民美術 農の心ここに輝く" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3038">山本鼎／農民美術 農の心ここに輝く</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3038"><iframe width=640 height=360 src=https://www.youtube.com/embed/Ktol4qQrJvs frameborder=0 allow=accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture allowfullscreen></iframe>

山本鼎(やまもとかなえ 1882～1946)が起こした農民美術運動を解説した映像コンテンツ。30分。
制作：上田市/上田市マルチメディア情報センター、2000年制作。
著作：上田市/財団法人地域創造

こちらには上田市マルチメディア情報センターがYouTubeに公開した映像コンテンツをリンクし再掲しています。</a></td><td class="date">2020-08-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2972">63</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/92/002972.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【大人も楽しめる！】滑り台マウンテン（上田城跡公園　児童遊園）」上田城敷地内の外れの方にある公園，児童遊園にある一際目を引くおおきな滑り台の遊具である。3メートル程の高さのその遊具からは高さや角度も様々な5つの滑り台が流れており，小さい子供から大人まで自分に合った大きさの滑り台を楽しむことができる。たかが滑り台だとなめているそこのあなた，いちばん大きい茶色のトンネルの滑り台はカーブしているので先が見えずなかなかのスリルを感じられるはずだ。
親子連れの方々など，子供と遊びながら自分も子供に戻れるようなスポットなので是非訪れてみてはいかがだろうか。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="【大人も楽しめる！】滑り台マウンテン（上田城跡公園　児童遊園）" title="【大人も楽しめる！】滑り台マウンテン（上田城跡公園　児童遊園）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2972">【大人も楽しめる！】滑り台マウンテン（上田城跡公園　児童遊園）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2972">上田城敷地内の外れの方にある公園，児童遊園にある一際目を引くおおきな滑り台の遊具である。3メートル程の高さのその遊具からは高さや角度も様々な5つの滑り台が流れており，小さい子供から大人まで自分に合った大きさの滑り台を楽しむことができる。たかが滑り台だとなめているそこのあなた，いちばん大きい茶色のトンネルの滑り台はカーブしているので先が見えずなかなかのスリルを感じられるはずだ。
親子連れの方々など，子供と遊びながら自分も子供に戻れるようなスポットなので是非訪れてみてはいかがだろうか。</a></td><td class="date">2020-08-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2853">64</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/002853.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「新緑が映える瓢箪池」長野大学から歩いて５分ほどのところに上田市自然運動公園があります。そのメイン施設の一つが、長野大学新入生歓迎スポーツ大会の会場でもある体育館です。自然運動公園と称する理由のひとつには自然公園もあるということです。その最たる環境の一つが瓢箪池です。「ため池百選」に選定された「塩田平のため池群」の一つです。

しかしながら、この池は、ため池というよりも、バードウォッチングのスポットとして愛好者にはよく知られています。ちょうど新緑が芽生えて濃くなろうとしている時で、新緑がまぶしいばかりです。それとともに鳥のさえずりがよく聞えています。双眼鏡があれば、ここでしばらく足止めしても時間が惜しくないぐらいです。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/002853.jpg" alt="新緑が映える瓢箪池" title="新緑が映える瓢箪池" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2853">新緑が映える瓢箪池</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2853">長野大学から歩いて５分ほどのところに上田市自然運動公園があります。そのメイン施設の一つが、長野大学新入生歓迎スポーツ大会の会場でもある体育館です。自然運動公園と称する理由のひとつには自然公園もあるということです。その最たる環境の一つが瓢箪池です。「ため池百選」に選定された「塩田平のため池群」の一つです。

しかしながら、この池は、ため池というよりも、バードウォッチングのスポットとして愛好者にはよく知られています。ちょうど新緑が芽生えて濃くなろうとしている時で、新緑がまぶしいばかりです。それとともに鳥のさえずりがよく聞えています。双眼鏡があれば、ここでしばらく足止めしても時間が惜しくないぐらいです。</a></td><td class="date">2020-07-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2831">65</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/51/002831.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「神川小学校」上田市国分にある神川小学校です。
この学校は私の出身校です。
先日地域の資料を集めにお邪魔させていただきました。
神川小学校は山本鼎が児童に自由な絵を描かせるという「児童自由画教育」や「農民美術運動」の拠点となっていて、校内には山本鼎の部屋があり多くの作品が残されています。
Web上にいくつか作品が載っているので興味がある方はぜひ見てみてください。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="神川小学校" title="神川小学校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2831">神川小学校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2831">上田市国分にある神川小学校です。
この学校は私の出身校です。
先日地域の資料を集めにお邪魔させていただきました。
神川小学校は山本鼎が児童に自由な絵を描かせるという「児童自由画教育」や「農民美術運動」の拠点となっていて、校内には山本鼎の部屋があり多くの作品が残されています。
Web上にいくつか作品が載っているので興味がある方はぜひ見てみてください。</a></td><td class="date">2020-07-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2802">66</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/160/002802.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州上田から夢を追った山本鼎」　明治大正昭和を走りぬいた美術家山本鼎は、大正8年に児童自由画運動・農民美術運動をこの神川村の神川小学校から始めた。両運動は大正デモクラシーの風にのり、長野県下をはじめ全国に広がった。両運動を支えた上田の人々上田の風土についての興味は尽きない。
　今回は鼎の児童自由画に焦点をしぼり、鼎の自由画思想がどのように広まっていったのか、児童はどのように反応したのか関心を寄せてみたい。
　地図は山本鼎の作品展示のサントミューゼ上田市立美術館です。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/160/thumbnails/002802.jpg" alt="信州上田から夢を追った山本鼎" title="信州上田から夢を追った山本鼎" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2802">信州上田から夢を追った山本鼎</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2802">　明治大正昭和を走りぬいた美術家山本鼎は、大正8年に児童自由画運動・農民美術運動をこの神川村の神川小学校から始めた。両運動は大正デモクラシーの風にのり、長野県下をはじめ全国に広がった。両運動を支えた上田の人々上田の風土についての興味は尽きない。
　今回は鼎の児童自由画に焦点をしぼり、鼎の自由画思想がどのように広まっていったのか、児童はどのように反応したのか関心を寄せてみたい。
　地図は山本鼎の作品展示のサントミューゼ上田市立美術館です。</a></td><td class="date">2020-07-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2693">67</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/002693.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「第二代上田市長・勝俣英吉郎の像」上田が興隆した背景には蚕糸業の興隆があります。蚕糸業で発展した上田は1919年に市制を施行し、その頃から「蚕都上田」と呼ばれるようになってきました。歴代市長の政治的貢献も顕彰すべきものでしょうが、歴史的には第３代・成澤伍一郎、第４代・伊藤傳兵衞のネームバリューの大きさからかどうも第１代、第２代の影が薄いのは否めません。

市制施行からもかれこれ100年近くが経ち、当時の市長を知る人などはこの世に存在しなくなりました。上田城跡公園の中にひっそりと佇む銅像があります。それが、第２代市長・勝俣英吉郎の像です。

勝俣こそ蚕都上田の絶頂期に市長を務めた人物です。1929年の世界恐慌で蚕糸業のみならず、日本が一挙に大不況に陥った直後の1930年に逝去したというあたりも不思議に象徴的です。

この顕彰像、面白"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/002693.jpg" alt="第二代上田市長・勝俣英吉郎の像" title="第二代上田市長・勝俣英吉郎の像" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2693">第二代上田市長・勝俣英吉郎の像</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2693">上田が興隆した背景には蚕糸業の興隆があります。蚕糸業で発展した上田は1919年に市制を施行し、その頃から「蚕都上田」と呼ばれるようになってきました。歴代市長の政治的貢献も顕彰すべきものでしょうが、歴史的には第３代・成澤伍一郎、第４代・伊藤傳兵衞のネームバリューの大きさからかどうも第１代、第２代の影が薄いのは否めません。

市制施行からもかれこれ100年近くが経ち、当時の市長を知る人などはこの世に存在しなくなりました。上田城跡公園の中にひっそりと佇む銅像があります。それが、第２代市長・勝俣英吉郎の像です。

勝俣こそ蚕都上田の絶頂期に市長を務めた人物です。1929年の世界恐慌で蚕糸業のみならず、日本が一挙に大不況に陥った直後の1930年に逝去したというあたりも不思議に象徴的です。

この顕彰像、面白</a></td><td class="date">2020-07-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2659">68</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/002659.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山本鼎の「本来の自由画」昭和初期の子どもたちの絵に思うこと」★神川小学校　昭和初期の子どもたちの絵―児童自由画教育運動の流れをくんで―
<a href=https://museum.umic.jp/kangawa/ target=_blank>https://museum.umic.jp/kangawa/</a> 

『山本鼎物語』の著者、神田愛子さんから神川小学校の昭和初期の子どもたちの絵を上田市マルチメディア情報センターがデジタル化したというお話を聴き、同センターを訪れました。神川小学校の「山本鼎先生の部屋」に保管されている600点の児童画があり、それらがデジタルアーカイブ化され、ネットに公開されています。

この絵たちを見て、小中学生が描いたとは思えないほどに大人びていて、「えっ、これが自由画なの？」という疑問を抱きました。写生の技術がしっかりと指導され、「いい絵はこう描くんだよ」という模範的作品が並んでいます。その当時、絵の具をふんだんに使い、模範的"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/002659.jpg" alt="山本鼎の「本来の自由画」昭和初期の子どもたちの絵に思うこと" title="山本鼎の「本来の自由画」昭和初期の子どもたちの絵に思うこと" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2659">山本鼎の「本来の自由画」昭和初期の子どもたちの絵に思うこと</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2659">★神川小学校　昭和初期の子どもたちの絵―児童自由画教育運動の流れをくんで―
<a href=https://museum.umic.jp/kangawa/ target=_blank>https://museum.umic.jp/kangawa/</a> 

『山本鼎物語』の著者、神田愛子さんから神川小学校の昭和初期の子どもたちの絵を上田市マルチメディア情報センターがデジタル化したというお話を聴き、同センターを訪れました。神川小学校の「山本鼎先生の部屋」に保管されている600点の児童画があり、それらがデジタルアーカイブ化され、ネットに公開されています。

この絵たちを見て、小中学生が描いたとは思えないほどに大人びていて、「えっ、これが自由画なの？」という疑問を抱きました。写生の技術がしっかりと指導され、「いい絵はこう描くんだよ」という模範的作品が並んでいます。その当時、絵の具をふんだんに使い、模範的</a></td><td class="date">2020-07-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2603">69</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/214/002603.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「尾澤木彫美術館の外観」尾澤木彫美術館は長野県上田市に位置する農民美術の美術館。館長の尾澤敏春氏およびその先代である尾澤千春氏の作品を数多く展示している。また世界各地の木彫人形も展示している。建物は新潟の豪雪地帯から移築した寄棟中門造の民家を改装したもの。

農民美術とは
長野県上田市を中心とした大正時代の工芸運動。東京美術学校を卒業し、パリで留学していた画家・山本鼎(1882～1946)が提唱した。冬場の副業として取り組み、農村の経済水準と文化水準を高めることを目指したもの。器や小物入れといった日用品から人形や木版画といった美術品、また手縫いや刺しゅう等その領域は多岐に渡る。

【参考文献】
石川義宗、禹在勇(2018)『長野県の木工文化：デザイン史から見た農民美術の意義』日本デザイン学会デザイン学研究概要集
神田愛子『"><img src="https://d-commons.info/upload/4/214/thumbnails/002603.jpg" alt="尾澤木彫美術館の外観" title="尾澤木彫美術館の外観" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2603">尾澤木彫美術館の外観</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2603">尾澤木彫美術館は長野県上田市に位置する農民美術の美術館。館長の尾澤敏春氏およびその先代である尾澤千春氏の作品を数多く展示している。また世界各地の木彫人形も展示している。建物は新潟の豪雪地帯から移築した寄棟中門造の民家を改装したもの。

農民美術とは
長野県上田市を中心とした大正時代の工芸運動。東京美術学校を卒業し、パリで留学していた画家・山本鼎(1882～1946)が提唱した。冬場の副業として取り組み、農村の経済水準と文化水準を高めることを目指したもの。器や小物入れといった日用品から人形や木版画といった美術品、また手縫いや刺しゅう等その領域は多岐に渡る。

【参考文献】
石川義宗、禹在勇(2018)『長野県の木工文化：デザイン史から見た農民美術の意義』日本デザイン学会デザイン学研究概要集
神田愛子『</a></td><td class="date">2020-07-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2484">70</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/191/002484.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「神田愛子さん、山本鼎の自由画を語る」信州上田学Ａの受講生のお一人、神田愛子さん（『山本鼎物語』著者）に山本鼎の自由画についてお話をお聴きしました。

<iframe width=640 height=360 src=https://www.youtube.com/embed/tb_CF6Fdb8A frameborder=0 allow=accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture allowfullscreen></iframe>

＜参考サイト＞
★<a href=https://museum.umic.jp/yamamotokanae/ target=_blank>山本鼎アーカイブズ</a>（上田市マルチメディア情報センター）
★<a href=https://museum.umic.jp/kangawa/ target=_blank>神川小学校―昭和初期の子どもたちの絵</a>（上田市マルチメディア情報センター）
話中、話題になった自由画運動の流れを組む子どもたちの絵はこのサイトに公開されています。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/191/thumbnails/002484.jpg" alt="神田愛子さん、山本鼎の自由画を語る" title="神田愛子さん、山本鼎の自由画を語る" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2484">神田愛子さん、山本鼎の自由画を語る</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2484">信州上田学Ａの受講生のお一人、神田愛子さん（『山本鼎物語』著者）に山本鼎の自由画についてお話をお聴きしました。

<iframe width=640 height=360 src=https://www.youtube.com/embed/tb_CF6Fdb8A frameborder=0 allow=accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture allowfullscreen></iframe>

＜参考サイト＞
★<a href=https://museum.umic.jp/yamamotokanae/ target=_blank>山本鼎アーカイブズ</a>（上田市マルチメディア情報センター）
★<a href=https://museum.umic.jp/kangawa/ target=_blank>神川小学校―昭和初期の子どもたちの絵</a>（上田市マルチメディア情報センター）
話中、話題になった自由画運動の流れを組む子どもたちの絵はこのサイトに公開されています。</a></td><td class="date">2020-06-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2447">71</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/159/002447.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「自然運動公園で会えるクマとリス」自然運動公園に植林されたアカマツ林の、松くい虫被害は深刻だったようです。愛らしいクマの笑顔につられて写真を撮りました。これらは、松くい虫の被害木で創られたと書かれていて、とても素敵なアイデアだと思いました。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/159/thumbnails/002447.jpg" alt="自然運動公園で会えるクマとリス" title="自然運動公園で会えるクマとリス" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2447">自然運動公園で会えるクマとリス</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2447">自然運動公園に植林されたアカマツ林の、松くい虫被害は深刻だったようです。愛らしいクマの笑顔につられて写真を撮りました。これらは、松くい虫の被害木で創られたと書かれていて、とても素敵なアイデアだと思いました。</a></td><td class="date">2020-06-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2445">72</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/159/002445.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「自然運動公園・広場」自然運動公園内には、体育館、プール、マレットゴルフ場、アーチェリー場等の施設があります。自然の傾斜を利用した「子供の広場」もあります。広い芝生に咲く黄色い花や、木陰にあるベンチが好みでした。緑に囲まれ、木陰も多いので、一休みにも最適です。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/159/thumbnails/002445.jpg" alt="自然運動公園・広場" title="自然運動公園・広場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2445">自然運動公園・広場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2445">自然運動公園内には、体育館、プール、マレットゴルフ場、アーチェリー場等の施設があります。自然の傾斜を利用した「子供の広場」もあります。広い芝生に咲く黄色い花や、木陰にあるベンチが好みでした。緑に囲まれ、木陰も多いので、一休みにも最適です。</a></td><td class="date">2020-06-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2439">73</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/172/002439.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「高市神社を目指して②～市街地にある自然～」写真は大手門公園で撮りました。
地図にも示してある通り、上田市役所の付近にあるので市街地に位置しています。また、公園といってもかなり狭く、運動などには適していないように思えました。
ただ、とても落ち着く場所です。自分が本当に市街地にいるのか錯覚してしまうほど自然を感じることが出来ます。雨天でもかなり綺麗に写真を撮ることが出来るので、写真を撮ることが好きな方は是非とも足を運んでいただきたいです。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/172/thumbnails/002439.jpg" alt="高市神社を目指して②～市街地にある自然～" title="高市神社を目指して②～市街地にある自然～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2439">高市神社を目指して②～市街地にある自然～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2439">写真は大手門公園で撮りました。
地図にも示してある通り、上田市役所の付近にあるので市街地に位置しています。また、公園といってもかなり狭く、運動などには適していないように思えました。
ただ、とても落ち着く場所です。自分が本当に市街地にいるのか錯覚してしまうほど自然を感じることが出来ます。雨天でもかなり綺麗に写真を撮ることが出来るので、写真を撮ることが好きな方は是非とも足を運んでいただきたいです。</a></td><td class="date">2020-06-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2397">74</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/166/002397.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田城跡公園」運動するスペースもあり、景色を見に行くこともできる場所です。しかも動物もいます。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/166/thumbnails/002397.jpg" alt="上田城跡公園" title="上田城跡公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2397">上田城跡公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2397">運動するスペースもあり、景色を見に行くこともできる場所です。しかも動物もいます。</a></td><td class="date">2020-06-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2093">75</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/46/002093.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長野五輪で使用されたアクアウィング」長野市の長野運動公園内にある長野五輪の際にアイスホッケー会場として設立されたアクアウィング。五輪終了後、氷を張る設備は撤去されたため、アイスホッケーは出来ないが現在はプールが設置され、水泳教室や大会が行われる施設となっている。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/46/thumbnails/002093.jpg" alt="長野五輪で使用されたアクアウィング" title="長野五輪で使用されたアクアウィング" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2093">長野五輪で使用されたアクアウィング</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2093">長野市の長野運動公園内にある長野五輪の際にアイスホッケー会場として設立されたアクアウィング。五輪終了後、氷を張る設備は撤去されたため、アイスホッケーは出来ないが現在はプールが設置され、水泳教室や大会が行われる施設となっている。</a></td><td class="date">2020-05-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2011">76</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/66/002011.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「手軽に運動不足解消！平尾山」標高１１５５ｍであり、軽い登山やトレッキングにおすすめの場所。山頂からは佐久平を見渡すことができ、その他にも浅間山、美ヶ原、北アルプスまで眺めることができる。ルートが難易度に合わせて分けてある点が初心者にもおすすめできるポイント。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="手軽に運動不足解消！平尾山" title="手軽に運動不足解消！平尾山" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2011">手軽に運動不足解消！平尾山</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2011">標高１１５５ｍであり、軽い登山やトレッキングにおすすめの場所。山頂からは佐久平を見渡すことができ、その他にも浅間山、美ヶ原、北アルプスまで眺めることができる。ルートが難易度に合わせて分けてある点が初心者にもおすすめできるポイント。</a></td><td class="date">2020-05-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=1940">77</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/121/001940.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「井子神社」まわりを小諸市指定保存樹林に囲まれた神社。二年参りなどで地域の方に参拝されている。
小さな集落を見守るかのように高台に建てられ、運動広場の一角になっている。
地元の人たちの憩いの場のようだ。
幻想的かつ神秘的で、時が止まったかのようなゆったりとした美しい空気が体を包むよう。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/121/thumbnails/001940.jpg" alt="井子神社" title="井子神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=1940">井子神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=1940">まわりを小諸市指定保存樹林に囲まれた神社。二年参りなどで地域の方に参拝されている。
小さな集落を見守るかのように高台に建てられ、運動広場の一角になっている。
地元の人たちの憩いの場のようだ。
幻想的かつ神秘的で、時が止まったかのようなゆったりとした美しい空気が体を包むよう。</a></td><td class="date">2020-05-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=1883">78</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/93/001883.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「昭和村」ぎふ清流里山公園という名前ですが、地元では昭和村という愛称で親しまれています。昭和をイメージして作られてて、体験などもできます。マラソン大会なども開催されていて、多くの人に親しまれています。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="昭和村" title="昭和村" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=1883">昭和村</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=1883">ぎふ清流里山公園という名前ですが、地元では昭和村という愛称で親しまれています。昭和をイメージして作られてて、体験などもできます。マラソン大会なども開催されていて、多くの人に親しまれています。</a></td><td class="date">2020-05-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=1879">79</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/93/001879.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「桜の森」名前の通り桜の木がたくさんあり、春には花見のスポットとして、地元では有名です。バーベキュー場もあり、春以外でも多くの人が利用しています。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="桜の森" title="桜の森" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=1879">桜の森</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=1879">名前の通り桜の木がたくさんあり、春には花見のスポットとして、地元では有名です。バーベキュー場もあり、春以外でも多くの人が利用しています。</a></td><td class="date">2020-05-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=1853">80</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/110/001853.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「かがみ石公園」富士市は富士山からの湧水にいたるところで触れることのできる地域であるが、この公園でもその清い水を感じることができる。運動ができるといったタイプの公園ではないが、それなりの広さの園内を散策することができ、水のせせらぎや鳥の声に癒されることは必至である。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/110/thumbnails/001853.jpg" alt="かがみ石公園" title="かがみ石公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=1853">かがみ石公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=1853">富士市は富士山からの湧水にいたるところで触れることのできる地域であるが、この公園でもその清い水を感じることができる。運動ができるといったタイプの公園ではないが、それなりの広さの園内を散策することができ、水のせせらぎや鳥の声に癒されることは必至である。</a></td><td class="date">2020-05-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=1685">81</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/70/001685.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「神畑にある加美畑神社」よく自分が通る道沿いにひっそりとある神社です。
名前が加美畑神社ということで名前の中に神畑の漢字が入っていて面白いと思いました。
ペットの散歩に利用する方が多く、写真を撮りに行った際にはキャッチボールをしている親子もいて、地域の人の利用が多い場所でした。
木々に囲まれているので、夏でも涼しく、夏には小さい祭りが開かれています。
運動や散歩だけではなく、ベンチなど置いてもらえれば読書などゆっくりするスペースとしても利用できそうだなと感じました。
祭神は建御名方命（たけみなかたのみこと）といい、境内には蚕影社、疱瘡社、阿夫利社、神明社、秋葉社、飯綱社が合祀されているそうです。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="神畑にある加美畑神社" title="神畑にある加美畑神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=1685">神畑にある加美畑神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=1685">よく自分が通る道沿いにひっそりとある神社です。
名前が加美畑神社ということで名前の中に神畑の漢字が入っていて面白いと思いました。
ペットの散歩に利用する方が多く、写真を撮りに行った際にはキャッチボールをしている親子もいて、地域の人の利用が多い場所でした。
木々に囲まれているので、夏でも涼しく、夏には小さい祭りが開かれています。
運動や散歩だけではなく、ベンチなど置いてもらえれば読書などゆっくりするスペースとしても利用できそうだなと感じました。
祭神は建御名方命（たけみなかたのみこと）といい、境内には蚕影社、疱瘡社、阿夫利社、神明社、秋葉社、飯綱社が合祀されているそうです。</a></td><td class="date">2020-05-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=1641">82</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/58/001641.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「穴ん谷の霊水」「穴ん谷」と書いて「あなんたん」と読みます。

北アルプスの剣岳山間に湧く水です。

寝たきりの女性がこの水を飲み歩けるようになったという話から、万病に効くと言われています。
参道から108段の石段を下った谷間に薬師如来堂があり、飲みやすいように蛇口が引かれています。

駐車場からの道のりは400mくらいで、細い道を木々が生い茂って多くの地蔵が並び、目的地までも少しの恐怖とエキサイティングさを兼ね備えた気分を味わえます。
運動不足のせいか少し疲れましたがこれは運動にもなります。

環境省の名水百選にも選定されていて、全国からたくさんの人々が訪れています。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="穴ん谷の霊水" title="穴ん谷の霊水" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=1641">穴ん谷の霊水</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=1641">「穴ん谷」と書いて「あなんたん」と読みます。

北アルプスの剣岳山間に湧く水です。

寝たきりの女性がこの水を飲み歩けるようになったという話から、万病に効くと言われています。
参道から108段の石段を下った谷間に薬師如来堂があり、飲みやすいように蛇口が引かれています。

駐車場からの道のりは400mくらいで、細い道を木々が生い茂って多くの地蔵が並び、目的地までも少しの恐怖とエキサイティングさを兼ね備えた気分を味わえます。
運動不足のせいか少し疲れましたがこれは運動にもなります。

環境省の名水百選にも選定されていて、全国からたくさんの人々が訪れています。</a></td><td class="date">2020-05-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=1640">83</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/58/001640.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「東福寺野自然公園」標高300mの台地に広がる自然豊かな公園です。
園内には、時計台・芝生広場・大型複合遊具・ふわふわドーム・パークゴルフ場・郷土館・バーベキュー広場やＳＬハウスなど、子どもから大人までみんなで一緒に楽しめる施設がいっぱいあります。
また、晴れた日は富山湾を一望できます。

入場料はかかりますが、豊富なエンターテインメントでそれ以上の価値を得られると思います。

今回写真を撮ることはできませんでしたが、特にふわふわドームが有名で、巨大なドーム型のトランポリンのようなものには誰もが熱中します。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="東福寺野自然公園" title="東福寺野自然公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=1640">東福寺野自然公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=1640">標高300mの台地に広がる自然豊かな公園です。
園内には、時計台・芝生広場・大型複合遊具・ふわふわドーム・パークゴルフ場・郷土館・バーベキュー広場やＳＬハウスなど、子どもから大人までみんなで一緒に楽しめる施設がいっぱいあります。
また、晴れた日は富山湾を一望できます。

入場料はかかりますが、豊富なエンターテインメントでそれ以上の価値を得られると思います。

今回写真を撮ることはできませんでしたが、特にふわふわドームが有名で、巨大なドーム型のトランポリンのようなものには誰もが熱中します。</a></td><td class="date">2020-05-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=1638">84</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/58/001638.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「行田公園」園内には四季折々に様々な花が咲き、特に見ごたえあるのは6月中旬から下旬にかけて満開になる花菖蒲です。
春には桜、初夏には花菖蒲、行田の沢清水（平成の名水百選）など、自然豊かな公園です。

撮影日はまだ5月下旬で緑が生い茂っていましたが、6月後半に咲く満開の花菖蒲は地域外からも人気です。

写真の緑の中にある小道のようなものは、花がいっぱいになると完璧な写真スポットにもなりますし、子どもたちもよく走り回って楽しんでいます。

家族連れが多く、子どもからお年寄りまで楽しむことができます。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="行田公園" title="行田公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=1638">行田公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=1638">園内には四季折々に様々な花が咲き、特に見ごたえあるのは6月中旬から下旬にかけて満開になる花菖蒲です。
春には桜、初夏には花菖蒲、行田の沢清水（平成の名水百選）など、自然豊かな公園です。

撮影日はまだ5月下旬で緑が生い茂っていましたが、6月後半に咲く満開の花菖蒲は地域外からも人気です。

写真の緑の中にある小道のようなものは、花がいっぱいになると完璧な写真スポットにもなりますし、子どもたちもよく走り回って楽しんでいます。

家族連れが多く、子どもからお年寄りまで楽しむことができます。</a></td><td class="date">2020-05-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=1624">85</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/69/001624.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「三峰川榛原公園　自然を感じよう！」三峰川沿いに広がる公園。ピクニックや川沿いでバーベキューなど様々なことができる。
遊具やマレットゴルフ場があるため子供からお年寄りまで幅広い年齢の人が集まる。
サイクリングロードもあり歩いているだけでも気持ちがいい場所だ。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="三峰川榛原公園　自然を感じよう！" title="三峰川榛原公園　自然を感じよう！" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=1624">三峰川榛原公園　自然を感じよう！</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=1624">三峰川沿いに広がる公園。ピクニックや川沿いでバーベキューなど様々なことができる。
遊具やマレットゴルフ場があるため子供からお年寄りまで幅広い年齢の人が集まる。
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					<ul><li><a href="?c=&s=自然">自然(13)</a></li><li><a href="?c=&s=公園">公園(10)</a></li><li><a href="?c=&s=運動">運動(10)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史">歴史(10)</a></li><li><a href="?c=&s=山本鼎">山本鼎(8)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田時報">西塩田時報(6)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術運動">農民美術運動(5)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市">上田市(5)</a></li><li><a href="?c=&s=神社">神社(4)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術">農民美術(4)</a></li><li><a href="?c=&s=別所線">別所線(4)</a></li><li><a href="?c=&s=散歩">散歩(3)</a></li><li><a href="?c=&s=山">山(3)</a></li><li><a href="?c=&s=観光">観光(3)</a></li><li><a href="?c=&s=自然運動公園">自然運動公園(3)</a></li><li><a href="?c=&s=自由画運動">自由画運動(3)</a></li><li><a href="?c=&s=神川">神川(3)</a></li><li><a href="?c=&s=時報">時報(3)</a></li><li><a href="?c=&s=BBQ">BBQ(2)</a></li><li><a href="?c=&s=川">川(2)</a></li><li><a href="?c=&s=清水">清水(2)</a></li><li><a href="?c=&s=名水百選">名水百選(2)</a></li><li><a href="?c=&s=アウトドア">アウトドア(2)</a></li><li><a href="?c=&s=植物">植物(2)</a></li><li><a href="?c=&s=遊び">遊び(2)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸市">小諸市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=運動公園">運動公園(2)</a></li><li><a href="?c=&s=景色">景色(2)</a></li><li><a href="?c=&s=森林">森林(2)</a></li><li><a href="?c=&s=自由画">自由画(2)</a></li><li><a href="?c=&s=こっぱ人形">こっぱ人形(2)</a></li><li><a href="?c=&s=神川小学校">神川小学校(2)</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(2)</a></li><li><a href="?c=&s=勝俣英吉郎">勝俣英吉郎(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕都上田">蚕都上田(2)</a></li><li><a href="?c=&s=ため池">ため池(2)</a></li><li><a href="?c=&s=瓢箪池">瓢箪池(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田">上田(2)</a></li><li><a href="?c=&s=アスレチック">アスレチック(2)</a></li><li><a href="?c=&s=タカクラテル">タカクラテル(2)</a></li><li><a href="?c=&s=パワースポット">パワースポット(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=別所温泉">別所温泉(2)</a></li><li><a href="?c=&s=サイクリング">サイクリング(1)</a></li><li><a href="?c=&s=子供">子供(1)</a></li><li><a href="?c=&s=デート">デート(1)</a></li><li><a href="?c=&s=家族">家族(1)</a></li><li><a href="?c=&s=マレットゴルフ">マレットゴルフ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=花">花(1)</a></li><li><a href="?c=&s=花菖蒲">花菖蒲(1)</a></li><li><a href="?c=&s=夏">夏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=映え">映え(1)</a></li><li><a href="?c=&s=リラックス">リラックス(1)</a></li><li><a href="?c=&s=バーベキュー">バーベキュー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=遊具">遊具(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ゴルフ">ゴルフ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=時計台">時計台(1)</a></li><li><a href="?c=&s=宿泊施設">宿泊施設(1)</a></li><li><a href="?c=&s=富山湾">富山湾(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地蔵">地蔵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=霊水">霊水(1)</a></li><li><a href="?c=&s=参道">参道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木">木(1)</a></li><li><a href="?c=&s=神話">神話(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駅から近い">駅から近い(1)</a></li><li><a href="?c=&s=狛犬">狛犬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=アクセス">アクセス(1)</a></li><li><a href="?c=&s=建御名方命">建御名方命(1)</a></li><li><a href="?c=&s=たけみなかたのみこと">たけみなかたのみこと(1)</a></li><li><a href="?c=&s=広場">広場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=静岡県富士市">静岡県富士市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ローカルスポット">ローカルスポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=静岡県">静岡県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=富士市">富士市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=町歩き">町歩き(1)</a></li><li><a href="?c=&s=湧水">湧水(1)</a></li><li><a href="?c=&s=湧き水">湧き水(1)</a></li><li><a href="?c=&s=おすすめ">おすすめ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=花見">花見(1)</a></li><li><a href="?c=&s=グラウンド">グラウンド(1)</a></li><li><a href="?c=&s=健康">健康(1)</a></li><li><a href="?c=&s=食事">食事(1)</a></li><li><a href="?c=&s=時代">時代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=おもちゃ">おもちゃ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=秘境">秘境(1)</a></li><li><a href="?c=&s=神秘">神秘(1)</a></li><li><a href="?c=&s=保存樹林">保存樹林(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石像">石像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=憩いの場">憩いの場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=棚田">棚田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=佐久市">佐久市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=登山">登山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=初心者">初心者(1)</a></li><li><a href="?c=&s=トレッキング">トレッキング(1)</a></li><li><a href="?c=&s=浅間山">浅間山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=緑">緑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=佐久平">佐久平(1)</a></li><li><a href="?c=&s=絶景">絶景(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野五輪">長野五輪(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野オリンピック">長野オリンピック(1)</a></li><li><a href="?c=&s=アクアウィング">アクアウィング(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野運動公園">長野運動公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=プール">プール(1)</a></li><li><a href="?c=&s=バスケットゴール">バスケットゴール(1)</a></li><li><a href="?c=&s=動物">動物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=インスタ映え">インスタ映え(1)</a></li><li><a href="?c=&s=絶景スポット">絶景スポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=滝">滝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=人物">人物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=神川村">神川村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農村">農村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尾澤木彫美術館">尾澤木彫美術館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尾澤敏春">尾澤敏春(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尾澤千春">尾澤千春(1)</a></li><li><a href="?c=&s=工芸品">工芸品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木工品">木工品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=美術館">美術館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=昭和初期">昭和初期(1)</a></li><li><a href="?c=&s=絵画">絵画(1)</a></li><li><a href="?c=&s=児童画">児童画(1)</a></li><li><a href="?c=&s=竜丘小学校">竜丘小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市マルチメディア情報センター">上田市マルチメディア情報センター(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州上田学">信州上田学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=銅像">銅像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市体育協会">上田市体育協会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=体育施設">体育施設(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市自然運動公園">上田市自然運動公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田平のため池群">塩田平のため池群(1)</a></li><li><a href="?c=&s=バードウォッチング">バードウォッチング(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田城">上田城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田">真田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=遊園">遊園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=子ども">子ども(1)</a></li><li><a href="?c=&s=親子連れ">親子連れ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=休日">休日(1)</a></li><li><a href="?c=&s=子育て">子育て(1)</a></li><li><a href="?c=&s=アトラクション">アトラクション(1)</a></li><li><a href="?c=&s=滑り台">滑り台(1)</a></li><li><a href="?c=&s=パパ">パパ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ママ">ママ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伝統工芸">伝統工芸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田社会大学">上田社会大学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生涯学習">生涯学習(1)</a></li><li><a href="?c=&s=社会教育">社会教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=教育">教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=銅版画">銅版画(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造">蚕種製造(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日本博覧図">日本博覧図(1)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本善右衛門">藤本善右衛門(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=西上田時報">西上田時報(1)</a></li><li><a href="?c=&s=記念碑">記念碑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=顕彰碑">顕彰碑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山本宣治">山本宣治(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高倉・テル">高倉・テル(1)</a></li><li><a href="?c=&s=齋藤房雄">齋藤房雄(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上小農民組合連合会">上小農民組合連合会(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=西塩田村公報">西塩田村公報(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大東亜戦争">大東亜戦争(1)</a></li><li><a href="?c=&s=太平洋戦争">太平洋戦争(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農業">農業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=児童自由画運動">児童自由画運動(1)</a></li><li><a href="?c=&s=児童自由画教育">児童自由画教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木っ端人形">木っ端人形(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木彫">木彫(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木彫作品">木彫作品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市公文書館">上田市公文書館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=公文書">公文書(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文書">文書(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近代">近代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=昭和時代">昭和時代(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=自然公園">自然公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=スポーツ">スポーツ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市のスポット">上田市のスポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=運動不足解消">運動不足解消(1)</a></li><li><a href="?c=&s=散歩コース">散歩コース(1)</a></li><li><a href="?c=&s=群馬県">群馬県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高崎市">高崎市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=榛名山">榛名山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=榛名神社">榛名神社(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=榛名">榛名(1)</a></li><li><a href="?c=&s=愛宕神社">愛宕神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ハイキング">ハイキング(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石階段">石階段(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ひょうたん池">ひょうたん池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田自然運動公園">上田自然運動公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=水鳥">水鳥(1)</a></li><li><a href="?c=&s=温泉成分">温泉成分(1)</a></li><li><a href="?c=&s=効能">効能(1)</a></li><li><a href="?c=&s=坂井村">坂井村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=戦争">戦争(1)</a></li><li><a href="?c=&s=年表">年表(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田電鉄別所線">上田電鉄別所線(1)</a></li><li><a href="?c=&s=戦後">戦後(1)</a></li><li><a href="?c=&s=政治">政治(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田小県">上田小県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近現代史">近現代史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近代史">近代史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ブックレット">ブックレット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=感染症">感染症(1)</a></li><li><a href="?c=&s=パンデミック">パンデミック(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=布引観音">布引観音(1)</a></li><li><a href="?c=&s=布引山釈尊寺">布引山釈尊寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=寺">寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=懸崖造り">懸崖造り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=崖">崖(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伝説">伝説(1)</a></li><li><a href="?c=&s=善光寺">善光寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=牛にひかれて善光寺参り">牛にひかれて善光寺参り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=青木村">青木村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=リフレッシュパークあおき">リフレッシュパークあおき(1)</a></li><li><a href="?c=&s=トカゲ　自然運動公園">トカゲ　自然運動公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=おかっぱ">おかっぱ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=広告">広告(1)</a></li><li><a href="?c=&s=面白記事抄">面白記事抄(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田電鉄">上田電鉄(1)</a></li><li><a href="?c=&s=栃木県">栃木県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鹿沼市">鹿沼市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=深程">深程(1)</a></li><li><a href="?c=&s=墓">墓(1)</a></li><li><a href="?c=&s=中条若処">中条若処(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田運動公園">塩田運動公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=住民ディレクター">住民ディレクター(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市社会福祉協議会">長野市社会福祉協議会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市">長野市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=市民活動">市民活動(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域づくり">地域づくり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ビデオ">ビデオ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=インターネット放送局">インターネット放送局(1)</a></li></ul>
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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: '127161',
					name: '大学前駅',
					lat: 36.37099399581817,
					lng: 138.2151700703474,
					contents: '<a href="?c=&p=127161">大学前駅</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127085',
					name: '長野市社協で住民ディレクター打合せ2009/04/14',
					lat: 36.64868362853536,
					lng: 138.1960317492485,
					contents: '<a href="?c=&p=127085">長野市社協で住民ディレクター打合せ2009/04/14</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126733',
					name: '砥石城',
					lat: 36.42421767892668,
					lng: 138.2917356491089,
					contents: '<a href="?c=&p=126733">砥石城</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126702',
					name: '上田原古戦場公園',
					lat: 36.39948916939132,
					lng: 138.2100248336792,
					contents: '<a href="?c=&p=126702">上田原古戦場公園</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125954',
					name: '瓢箪池(塩田運動公園)',
					lat: 36.368407046654404,
					lng: 138.22807295553474,
					contents: '<a href="?c=&p=125954">瓢箪池(塩田運動公園)</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55266',
					name: '中条若処の墓',
					lat: 36.4958166,
					lng: 139.7070573,
					contents: '<a href="?c=&p=55266">中条若処の墓</a>'
			 }, 
					  {
					id: '54575',
					name: '上田電鉄とは？',
					lat: 36.362861152501836,
					lng: 138.2166713476181,
					contents: '<a href="?c=&p=54575">上田電鉄とは？</a>'
			 }, 
					  {
					id: '54515',
					name: '大学前駅周辺の聖地（自然運動公園）',
					lat: 36.363524246547584,
					lng: 138.2354924082756,
					contents: '<a href="?c=&p=54515">大学前駅周辺の聖地（自然運動公園）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10453',
					name: '山本宣治記念碑',
					lat: 36.35146023515729,
					lng: 138.15478205680847,
					contents: '<a href="?c=&p=10453">山本宣治記念碑</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8896',
					name: '布引観音 布引山釈尊寺',
					lat: 36.33061543982086,
					lng: 138.38584899902344,
					contents: '<a href="?c=&p=8896">布引観音 布引山釈尊寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '7084',
					name: '上田自然運動公園',
					lat: 36.3683667253915,
					lng: 138.22818045491465,
					contents: '<a href="?c=&p=7084">上田自然運動公園</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4349',
					name: '愛宕神社(仁古田)',
					lat: 36.371988458776336,
					lng: 138.17633628845215,
					contents: '<a href="?c=&p=4349">愛宕神社(仁古田)</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4275',
					name: '榛名神社',
					lat: 36.45849991281295,
					lng: 138.8525104522705,
					contents: '<a href="?c=&p=4275">榛名神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4230',
					name: '自然運動公園',
					lat: 36.36956343123136,
					lng: 138.2288196909409,
					contents: '<a href="?c=&p=4230">自然運動公園</a>'
			 }, 
					  {
					id: '3739',
					name: '山本宣治　高倉・テル　齋藤房雄　記念碑',
					lat: 36.35147953275163,
					lng: 138.1548403694477,
					contents: '<a href="?c=&p=3739">山本宣治　高倉・テル　齋藤房雄　記念碑</a>'
			 }, 
					  {
					id: '3419',
					name: '地元が誇るため池',
					lat: 36.36782130434624,
					lng: 138.22957086865824,
					contents: '<a href="?c=&p=3419">地元が誇るため池</a>'
			 }, 
					  {
					id: '3045',
					name: '勝俣英吉郎と上田市民大学',
					lat: 36.36938157697832,
					lng: 138.2236108244976,
					contents: '<a href="?c=&p=3045">勝俣英吉郎と上田市民大学</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2972',
					name: '【大人も楽しめる！】滑り台マウンテン（上田城跡公園　児童遊園）',
					lat: 36.40548638325482,
					lng: 138.24618101119995,
					contents: '<a href="?c=&p=2972">【大人も楽しめる！】滑り台マウンテン（上田城跡公園　児童遊園）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2853',
					name: '新緑が映える瓢箪池',
					lat: 36.368247568303765,
					lng: 138.22777897730674,
					contents: '<a href="?c=&p=2853">新緑が映える瓢箪池</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2831',
					name: '神川小学校',
					lat: 36.37641133986098,
					lng: 138.27491283416748,
					contents: '<a href="?c=&p=2831">神川小学校</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2802',
					name: '信州上田から夢を追った山本鼎',
					lat: 36.399055878864765,
					lng: 138.24239783490924,
					contents: '<a href="?c=&p=2802">信州上田から夢を追った山本鼎</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2693',
					name: '第二代上田市長・勝俣英吉郎の像',
					lat: 36.40419607476126,
					lng: 138.2432990185984,
					contents: '<a href="?c=&p=2693">第二代上田市長・勝俣英吉郎の像</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2659',
					name: '山本鼎の「本来の自由画」昭和初期の子どもたちの絵に思うこと',
					lat: 36.363833112529235,
					lng: 138.23684692382812,
					contents: '<a href="?c=&p=2659">山本鼎の「本来の自由画」昭和初期の子どもたちの絵に思うこと</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2603',
					name: '尾澤木彫美術館の外観',
					lat: 36.37893365161938,
					lng: 138.27664017677307,
					contents: '<a href="?c=&p=2603">尾澤木彫美術館の外観</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2447',
					name: '自然運動公園で会えるクマとリス',
					lat: 36.36853290795351,
					lng: 138.22896122932434,
					contents: '<a href="?c=&p=2447">自然運動公園で会えるクマとリス</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2445',
					name: '自然運動公園・広場',
					lat: 36.36853290795351,
					lng: 138.22896122932434,
					contents: '<a href="?c=&p=2445">自然運動公園・広場</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2439',
					name: '高市神社を目指して②～市街地にある自然～',
					lat: 36.401568971150226,
					lng: 138.25152236478777,
					contents: '<a href="?c=&p=2439">高市神社を目指して②～市街地にある自然～</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2397',
					name: '上田城跡公園',
					lat: 36.40276040996067,
					lng: 138.2448311142783,
					contents: '<a href="?c=&p=2397">上田城跡公園</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2093',
					name: '長野五輪で使用されたアクアウィング',
					lat: 36.66062367830718,
					lng: 138.23323427522962,
					contents: '<a href="?c=&p=2093">長野五輪で使用されたアクアウィング</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2011',
					name: '手軽に運動不足解消！平尾山',
					lat: 36.283322370689135,
					lng: 138.52371454238892,
					contents: '<a href="?c=&p=2011">手軽に運動不足解消！平尾山</a>'
			 }, 
					  {
					id: '1940',
					name: '井子神社',
					lat: 36.35745109059563,
					lng: 138.39196690744154,
					contents: '<a href="?c=&p=1940">井子神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '1883',
					name: '昭和村',
					lat: 35.474126557035824,
					lng: 137.03174114227295,
					contents: '<a href="?c=&p=1883">昭和村</a>'
			 }, 
					  {
					id: '1879',
					name: '桜の森',
					lat: 35.46458775551008,
					lng: 137.07278227187282,
					contents: '<a href="?c=&p=1879">桜の森</a>'
			 }, 
					  {
					id: '1853',
					name: 'かがみ石公園',
					lat: 35.17141411647206,
					lng: 138.71338963508606,
					contents: '<a href="?c=&p=1853">かがみ石公園</a>'
			 }, 
					  {
					id: '1685',
					name: '神畑にある加美畑神社',
					lat: 36.388309541925715,
					lng: 138.21422517299652,
					contents: '<a href="?c=&p=1685">神畑にある加美畑神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '1641',
					name: '穴ん谷の霊水',
					lat: 36.72199625465229,
					lng: 137.4073362350464,
					contents: '<a href="?c=&p=1641">穴ん谷の霊水</a>'
			 }, 
					  {
					id: '1640',
					name: '東福寺野自然公園',
					lat: 36.72615837598941,
					lng: 137.41656303405762,
					contents: '<a href="?c=&p=1640">東福寺野自然公園</a>'
			 }, 
					  {
					id: '1638',
					name: '行田公園',
					lat: 36.76120067975602,
					lng: 137.34785556793213,
					contents: '<a href="?c=&p=1638">行田公園</a>'
			 }, 
					  {
					id: '1624',
					name: '三峰川榛原公園　自然を感じよう！',
					lat: 35.8253427855097,
					lng: 137.97755197619625,
					contents: '<a href="?c=&p=1624">三峰川榛原公園　自然を感じよう！</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<85; 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>


