<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php</b> on line <b>39</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>51</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>52</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>53</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>55</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_attribute" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>63</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>64</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>65</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>66</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>67</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tag" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>99</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "t" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>110</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "all" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>112</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "n" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>113</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "r" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>114</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "v" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>122</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "kanrino_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>138</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "title_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>139</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tourokudate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>140</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueibasyo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>141</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueidate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>142</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "seireki_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>143</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sikityo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>144</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "ookisa_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>145</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "syozousya_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>146</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sankoubunken_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>147</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tikucode_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>148</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sagyobi_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>149</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $key_reg in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function_searchtop.php</b> on line <b>57</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>258</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>260</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>287</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>297</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>303</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>309</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_account" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>585</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
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ここ上田市にも、地域に根付いた街のお風呂屋さん、銭湯が2軒あります。ですが最盛期には、なんと24軒もの銭湯がありました。昔は市街地ではお風呂のある家庭は一般的ではなく、農村部のお百姓さんの家、どこかの大富豪の社長さんの家など、限られた家庭にしかありませんでした。そこで、「浴場業（銭湯）」という一つの業種が確立されたんですね。今回はこれまでの調査のまとめとして、「銭湯の分布から見る地域の考察」を題として、上田市の銭湯の現状とともに記していきます。
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【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】
主催:糸のまち・こもろプロジェクト
共催:諸公民館
後援:信濃毎日新聞社・小諸新聞・東信ジャーナル社・小諸市教育委員会・(株)コミュニティテレビこもろ・(株)純水館・純水館資料館・氷風穴の里保存会・週刊さくだいら

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

<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/czL8pMXe?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="諸を語り唄～絹の奏で～　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)" title="諸を語り唄～絹の奏で～　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127002">諸を語り唄～絹の奏で～　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127002">2023/10/29開催
【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】
主催:糸のまち・こもろプロジェクト
共催:諸公民館
後援:信濃毎日新聞社・小諸新聞・東信ジャーナル社・小諸市教育委員会・(株)コミュニティテレビこもろ・(株)純水館・純水館資料館・氷風穴の里保存会・週刊さくだいら

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

<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/czL8pMXe?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe></a></td><td class="date">2024-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126968">5</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/693/126968.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田毘沙門堂」江戸時代、この毘沙門堂の地には「多聞庵」という私塾がありました。そこでは活文禅師という人の下であの佐久間象山が学んでいたそうです。境内の碑文には佐久間象山直筆の篆額があります。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田毘沙門堂" title="常田毘沙門堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126968">常田毘沙門堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126968">江戸時代、この毘沙門堂の地には「多聞庵」という私塾がありました。そこでは活文禅師という人の下であの佐久間象山が学んでいたそうです。境内の碑文には佐久間象山直筆の篆額があります。</a></td><td class="date">2024-02-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126962">6</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/766/126962.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の街つくり２」これは上田高校の校門の写真である。松本市と比べる以前に全国各地を見ても高校の門が昔ながらの門であるのは珍しいものである。これは古城の門と呼ばれ、1789年消失後、翌年再建された。文化財にも認定され歴史ある建造物として日々使用されて使用されている。これもまた上田しの街つくりの一部となっている。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の街つくり２" title="上田の街つくり２" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126962">上田の街つくり２</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126962">これは上田高校の校門の写真である。松本市と比べる以前に全国各地を見ても高校の門が昔ながらの門であるのは珍しいものである。これは古城の門と呼ばれ、1789年消失後、翌年再建された。文化財にも認定され歴史ある建造物として日々使用されて使用されている。これもまた上田しの街つくりの一部となっている。</a></td><td class="date">2024-02-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126854">7</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/746/126854.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃国分寺跡」　信濃国分寺跡は、平将門の乱により消失した当時の国分寺が立っていたとされる場所である。昭和38年から46年にかけて行われた7回の発掘調査では、僧寺や尼寺が並ぶ伽藍配置と瓦、陶器などの遺物が発掘されている。全国の国分寺においても僧寺と尼寺が近接して建設されることは稀であり、10世紀頃の国分寺衰退の痕跡も確認できるなど歴史的価値の大きい遺産である。現在は、史跡公園として整備されている。
　上田市が地元でありながら国分寺跡まで、足を延ばす機会がなかった。行くことがあっても道路沿いまでで、線路を挟んだ向こうにも続いていることを知らず驚いた。併設されている信濃国分寺資料館では、発掘時の釘や瓦を見ることができ当時の歴史を知ることができる。また、安楽寺八角三重塔の模型もあり細部まで構造を確認するこ"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="信濃国分寺跡" title="信濃国分寺跡" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126854">信濃国分寺跡</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126854">　信濃国分寺跡は、平将門の乱により消失した当時の国分寺が立っていたとされる場所である。昭和38年から46年にかけて行われた7回の発掘調査では、僧寺や尼寺が並ぶ伽藍配置と瓦、陶器などの遺物が発掘されている。全国の国分寺においても僧寺と尼寺が近接して建設されることは稀であり、10世紀頃の国分寺衰退の痕跡も確認できるなど歴史的価値の大きい遺産である。現在は、史跡公園として整備されている。
　上田市が地元でありながら国分寺跡まで、足を延ばす機会がなかった。行くことがあっても道路沿いまでで、線路を挟んだ向こうにも続いていることを知らず驚いた。併設されている信濃国分寺資料館では、発掘時の釘や瓦を見ることができ当時の歴史を知ることができる。また、安楽寺八角三重塔の模型もあり細部まで構造を確認するこ</a></td><td class="date">2024-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126852">8</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/746/126852.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃国分寺」　信濃国分寺は、741年に発せられた国分寺建立の詔により建立された。当時の国分寺は、平将門の乱において消失したと伝えられており、この事件を機に現在の位置に再建されたとされている。現在の信濃国分寺は天台宗の寺院で、本尊は薬師如来である。境内は天平の伽藍の北側、⼀段高い場所にかつての僧寺と主軸線を合わせて整備されている。
　信濃国分寺には、八日堂縁日に際に行くのがほとんどで行く機会はなかった。縁日の際に行くため、人が多く境内をしっかり見たことが無かった。本堂のほか石造多宝塔や三重塔など、多くの歴史的価値がある建物が残る場所であると理解できた。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="信濃国分寺" title="信濃国分寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126852">信濃国分寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126852">　信濃国分寺は、741年に発せられた国分寺建立の詔により建立された。当時の国分寺は、平将門の乱において消失したと伝えられており、この事件を機に現在の位置に再建されたとされている。現在の信濃国分寺は天台宗の寺院で、本尊は薬師如来である。境内は天平の伽藍の北側、⼀段高い場所にかつての僧寺と主軸線を合わせて整備されている。
　信濃国分寺には、八日堂縁日に際に行くのがほとんどで行く機会はなかった。縁日の際に行くため、人が多く境内をしっかり見たことが無かった。本堂のほか石造多宝塔や三重塔など、多くの歴史的価値がある建物が残る場所であると理解できた。</a></td><td class="date">2024-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126828">9</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/758/126828.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安曽神社」鈴子、石神、柳沢の３地区の産土神（うぶすながみ）であり、地域の守り神。社伝によると、崇神天皇の御宇、国家安泰を祈願し、各地に天社国社を建てた時、御震筆阿曾山舎社(がしゃ)阿曾大明神の御勅額が奉納されたという古社。境内入口は東向き。参道脇には「郷社　安曽神社」と刻まれた社号標が建つ。鳥居をくぐり、木々の参道を進むと、立派な隨身門がある。隨身門の中には、左右に隨身像が安置されている。門をくぐると、砂利の境内。境内西奥に、両翼を広げた形の拝殿があり、拝殿の後方、垣の中に流造の本殿がある。

実際に訪れてみて、一歩境内に入ると、風情を感じられるような空間であった。特に印象に残っているのは、随身門である。とても立派な木造建築の門で、左右の随身像は守り神の様な存在感だった。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="安曽神社" title="安曽神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126828">安曽神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126828">鈴子、石神、柳沢の３地区の産土神（うぶすながみ）であり、地域の守り神。社伝によると、崇神天皇の御宇、国家安泰を祈願し、各地に天社国社を建てた時、御震筆阿曾山舎社(がしゃ)阿曾大明神の御勅額が奉納されたという古社。境内入口は東向き。参道脇には「郷社　安曽神社」と刻まれた社号標が建つ。鳥居をくぐり、木々の参道を進むと、立派な隨身門がある。隨身門の中には、左右に隨身像が安置されている。門をくぐると、砂利の境内。境内西奥に、両翼を広げた形の拝殿があり、拝殿の後方、垣の中に流造の本殿がある。

実際に訪れてみて、一歩境内に入ると、風情を感じられるような空間であった。特に印象に残っているのは、随身門である。とても立派な木造建築の門で、左右の随身像は守り神の様な存在感だった。</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126762">10</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/792/126762.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「北向観音の素敵なお店たち」北向観音と書かれている門から、北向観音本堂までに向かう通りに、お土産屋、ジェラート屋などの様々なお店がある。多くのお店は和の雰囲気を感じる建物で、北向観音の景観に合っていると感じる。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="北向観音の素敵なお店たち" title="北向観音の素敵なお店たち" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126762">北向観音の素敵なお店たち</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126762">北向観音と書かれている門から、北向観音本堂までに向かう通りに、お土産屋、ジェラート屋などの様々なお店がある。多くのお店は和の雰囲気を感じる建物で、北向観音の景観に合っていると感じる。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126749">11</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/762/126749.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所　part３」　前回、「あいそめの湯」での地域を盛り上げている活動としての紹介をした。
　
　初回は、「北向観音」の基礎情報について投稿した。
　そこで今回は、「北向観音」での観光客を取り込み、北向観音へ初めて来た人や外国の方に楽しんでもらえ、地域を盛り上げるために行っている活動を紹介する。北向観音へは、外国人のかたも多く訪れている。だから、外国の方が予想だにしない状況で日本の文化に触れる機会となり、喜んでいただけることが多い。北向観音の境内で太鼓と踊りを行ったり、大門通りで行ったりする。こちらも、あいそめの湯と同様に、昨年まで、月に一回のペースで行っていた。
　
　今回貼り付けているものは、その時の写真だ。
　"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所　part３" title="別所　part３" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126749">別所　part３</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126749">　前回、「あいそめの湯」での地域を盛り上げている活動としての紹介をした。
　
　初回は、「北向観音」の基礎情報について投稿した。
　そこで今回は、「北向観音」での観光客を取り込み、北向観音へ初めて来た人や外国の方に楽しんでもらえ、地域を盛り上げるために行っている活動を紹介する。北向観音へは、外国人のかたも多く訪れている。だから、外国の方が予想だにしない状況で日本の文化に触れる機会となり、喜んでいただけることが多い。北向観音の境内で太鼓と踊りを行ったり、大門通りで行ったりする。こちらも、あいそめの湯と同様に、昨年まで、月に一回のペースで行っていた。
　
　今回貼り付けているものは、その時の写真だ。
　</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126742">12</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/690/126742.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田城」真田真田昌幸によって築城された上田城は、徳川軍を二度にわたり撃退した難攻不落の城である。
上田城は自然が多い場所で、夏は避暑地となっていた。
また頂上から見る景色は、上田を見渡すことが出来絶景スポットとなっている。
春は上田城千本桜まつり・秋には上田城紅葉まつりが行われ、多くの人々が訪れ賑わいを見せる。
2009年に公開された映画「サマーウォーズ」では、ヒロインの実家、陣内家お屋敷の門として登場することで話題となった。多くのファンが訪れるスポットである。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田城" title="上田城" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126742">上田城</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126742">真田真田昌幸によって築城された上田城は、徳川軍を二度にわたり撃退した難攻不落の城である。
上田城は自然が多い場所で、夏は避暑地となっていた。
また頂上から見る景色は、上田を見渡すことが出来絶景スポットとなっている。
春は上田城千本桜まつり・秋には上田城紅葉まつりが行われ、多くの人々が訪れ賑わいを見せる。
2009年に公開された映画「サマーウォーズ」では、ヒロインの実家、陣内家お屋敷の門として登場することで話題となった。多くのファンが訪れるスポットである。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126738">13</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/738/126738.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「眞田神社」東虎口櫓門を抜けると眞田神社がある。案内板によると上田城を築いた真田父子を主神とし、民政に尽くした仙石・松平の歴代藩主を祭神とした神社だという。眞田神社には合格祈願に訪れる学生の姿が見られた。日本一の智将といわれた真田幸村は今でも智恵の神様としてあがめられていることがうかがえた。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="眞田神社" title="眞田神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126738">眞田神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126738">東虎口櫓門を抜けると眞田神社がある。案内板によると上田城を築いた真田父子を主神とし、民政に尽くした仙石・松平の歴代藩主を祭神とした神社だという。眞田神社には合格祈願に訪れる学生の姿が見られた。日本一の智将といわれた真田幸村は今でも智恵の神様としてあがめられていることがうかがえた。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126735">14</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/750/126735.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「生島足島神社」太古より国土の鎮守と仰がれ、国の中心にある神社。生島大神・足島大神が鎮座されているとされ、神池に囲まれ、台地そのものの土間が御神体となっている。参道は、夏至に東鳥居・東御門から朝日の太陽が昇り、冬至には西鳥居・西御門に夕日の太陽が輝くため、「太陽」と「大地」を結ぶ神社と呼ばれている。


美しい神池に囲まれ、朱色の生える神社だった。長い歴史のある神社だが、それを感じさせないほどきれいであり、長い間丁寧に管理や修繕されてきたことが見受けられた。"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="生島足島神社" title="生島足島神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126735">生島足島神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126735">太古より国土の鎮守と仰がれ、国の中心にある神社。生島大神・足島大神が鎮座されているとされ、神池に囲まれ、台地そのものの土間が御神体となっている。参道は、夏至に東鳥居・東御門から朝日の太陽が昇り、冬至には西鳥居・西御門に夕日の太陽が輝くため、「太陽」と「大地」を結ぶ神社と呼ばれている。


美しい神池に囲まれ、朱色の生える神社だった。長い歴史のある神社だが、それを感じさせないほどきれいであり、長い間丁寧に管理や修繕されてきたことが見受けられた。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126731">15</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/738/126731.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田城の観光ポイント」上田城といえば大河ドラマ「真田丸」の舞台となったことで有名である。上田城はドラマの影響で観光客が増加し上田に大きな経済効果を及ぼした。ほかにも上田市を舞台とした「サマーウォーズ」では上田城の東虎口櫓門が作中でモデルになっており聖地として親しまれている。また上田城周辺ではマンホールに真田六文銭が描かれていた。上田地域の人々にとって上田城や真田はシンボル的存在になっているのではないかと感じた。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田城の観光ポイント" title="上田城の観光ポイント" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126731">上田城の観光ポイント</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126731">上田城といえば大河ドラマ「真田丸」の舞台となったことで有名である。上田城はドラマの影響で観光客が増加し上田に大きな経済効果を及ぼした。ほかにも上田市を舞台とした「サマーウォーズ」では上田城の東虎口櫓門が作中でモデルになっており聖地として親しまれている。また上田城周辺ではマンホールに真田六文銭が描かれていた。上田地域の人々にとって上田城や真田はシンボル的存在になっているのではないかと感じた。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126635">16</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/845/126635.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田紬」長野県の上田市、飯田市、松本市、岡山市、駒ケ根市周辺などで生産されている絹織物の総称を「信州紬」という。
信州紬の種類として上田紬、飯田紬、伊那紬、松本紬の四種類ある。上田市の上田紬とは江戸時代に信州紬の中で最も有名だった紬の着物である。昔は愛染系の縞柄が基調の着物だったため、「上田縞」とも呼ばれていた。特徴として縞と格子柄で丈夫でしなやかな風合いである。
この上田紬の織りを体験できる場所として「織りの休日俱楽部」がある。そこではストールが作れる。一ヵ月に一回と開催日が少なく、参加費も一万二千円と高めではある。
このような体験は上田市に限らず、他の地域でも行われていることが分かった。
上田紬についてもう少し詳しく調べてみた。
生糸に適さない屑繭を真綿にし、 真綿からつむいだ紬糸"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="上田紬" title="上田紬" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126635">上田紬</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126635">長野県の上田市、飯田市、松本市、岡山市、駒ケ根市周辺などで生産されている絹織物の総称を「信州紬」という。
信州紬の種類として上田紬、飯田紬、伊那紬、松本紬の四種類ある。上田市の上田紬とは江戸時代に信州紬の中で最も有名だった紬の着物である。昔は愛染系の縞柄が基調の着物だったため、「上田縞」とも呼ばれていた。特徴として縞と格子柄で丈夫でしなやかな風合いである。
この上田紬の織りを体験できる場所として「織りの休日俱楽部」がある。そこではストールが作れる。一ヵ月に一回と開催日が少なく、参加費も一万二千円と高めではある。
このような体験は上田市に限らず、他の地域でも行われていることが分かった。
上田紬についてもう少し詳しく調べてみた。
生糸に適さない屑繭を真綿にし、 真綿からつむいだ紬糸</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126631">17</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/826/126631.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩田分校を訪問する」これは塩田にある分校でのインタビュー内容が記載されている史料である。記事を見ると、塩田分校では教育方針として「農村を担う中堅的人材」を育てることを掲げており、そのために高等学校での基礎的な一般教養に加え、家庭科や農業科の専門的技能を体得させること、そして一番に「人間としての素養を育て上げること」を重んじていることが読み取れる。
このことから、塩田分校では学生に対して専門的知識を持った地域に根差す人材、並びに志や人徳の高い学生を理想像としていたのではないかと考察した。

▼この記事は以下から参照できます。
#1192 『西塩田公報』第66号(1953年3月5日)2頁"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="塩田分校を訪問する" title="塩田分校を訪問する" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126631">塩田分校を訪問する</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126631">これは塩田にある分校でのインタビュー内容が記載されている史料である。記事を見ると、塩田分校では教育方針として「農村を担う中堅的人材」を育てることを掲げており、そのために高等学校での基礎的な一般教養に加え、家庭科や農業科の専門的技能を体得させること、そして一番に「人間としての素養を育て上げること」を重んじていることが読み取れる。
このことから、塩田分校では学生に対して専門的知識を持った地域に根差す人材、並びに志や人徳の高い学生を理想像としていたのではないかと考察した。

▼この記事は以下から参照できます。
#1192 『西塩田公報』第66号(1953年3月5日)2頁</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126627">18</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/826/126627.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「校舎増築に就て(ついて)」1948年の西塩田時報に、児童数の増加に伴った校舎の増築についての一報が記載されていた。
記事によると、増築前には校舎の裁縫室や工作室と言った、俗に言う特別教室を普通の教室として使用していたそうだ。また、校舎を増築するにあたり、学校の新教育課程の順守について説かれている。文献を読むと、当時の新課程は個人の尊重を図り、自主性を重んじた学習環境を構築することを目標としていたことが読み取れる。

さらに、記事の末尾では地域住民に対して学生が自由に研究できる環境や、特別室（裁縫室、工作室）の設置のための支援を呼び掛けている。

この記事から戦後の人々は学生に対し、学生自身の興味を探求できる教育を施そうとしていたと考察した。また、当時から裁縫室や工作室が存在していたことから、座学だけではなく"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="校舎増築に就て(ついて)" title="校舎増築に就て(ついて)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126627">校舎増築に就て(ついて)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126627">1948年の西塩田時報に、児童数の増加に伴った校舎の増築についての一報が記載されていた。
記事によると、増築前には校舎の裁縫室や工作室と言った、俗に言う特別教室を普通の教室として使用していたそうだ。また、校舎を増築するにあたり、学校の新教育課程の順守について説かれている。文献を読むと、当時の新課程は個人の尊重を図り、自主性を重んじた学習環境を構築することを目標としていたことが読み取れる。

さらに、記事の末尾では地域住民に対して学生が自由に研究できる環境や、特別室（裁縫室、工作室）の設置のための支援を呼び掛けている。

この記事から戦後の人々は学生に対し、学生自身の興味を探求できる教育を施そうとしていたと考察した。また、当時から裁縫室や工作室が存在していたことから、座学だけではなく</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126595">19</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/817/126595.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「紺屋町 八幡神社」　上田市中央西にある神社。境内には小さな公園もある。
　市指定の文化財に指定さている「紺野町八幡社絵馬」が奉納されていた。現在は上田市立博物館に展示されている。
1688（貞享8）年、徳川綱吉が世を収めていたこの時代に当時の上田藩主、仙石政明らによって奉納された大絵馬である。高さは102㎝、幅160ｃｍの大きさを誇り、黒と白の大鷹が描かれている。長谷川派の作者によるもの。
この神社は上田城から見て鬼門の方向にあるため、当時から上田城主に手厚く保護されていたようだ。

近くにはスーパーやホームセンター、喫茶店があるため買い物やお茶ついでにいらしてほしい。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="紺屋町 八幡神社" title="紺屋町 八幡神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126595">紺屋町 八幡神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126595">　上田市中央西にある神社。境内には小さな公園もある。
　市指定の文化財に指定さている「紺野町八幡社絵馬」が奉納されていた。現在は上田市立博物館に展示されている。
1688（貞享8）年、徳川綱吉が世を収めていたこの時代に当時の上田藩主、仙石政明らによって奉納された大絵馬である。高さは102㎝、幅160ｃｍの大きさを誇り、黒と白の大鷹が描かれている。長谷川派の作者によるもの。
この神社は上田城から見て鬼門の方向にあるため、当時から上田城主に手厚く保護されていたようだ。

近くにはスーパーやホームセンター、喫茶店があるため買い物やお茶ついでにいらしてほしい。</a></td><td class="date">2024-01-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126531">20</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/126531.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「マンホール：小諸市」2009/02/06の記録。小諸市のマンホールは小諸城址・懐古園の三の門、背景に浅間山が描かれ、周囲に市の花「コモロスミレ」、市の木「ウメ」が配されています。

もう一つのマンホールには中央に市の花「コモロスミレ」、全体に市の木「ウメ」が配されています。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126531.jpg" alt="マンホール：小諸市" title="マンホール：小諸市" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126531">マンホール：小諸市</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126531">2009/02/06の記録。小諸市のマンホールは小諸城址・懐古園の三の門、背景に浅間山が描かれ、周囲に市の花「コモロスミレ」、市の木「ウメ」が配されています。

もう一つのマンホールには中央に市の花「コモロスミレ」、全体に市の木「ウメ」が配されています。</a></td><td class="date">2024-01-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126326">21</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/806/126326.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「夜の上田城跡公園」ここは上田城の門をくぐった先にある絵馬のアーチです。夜になるとライトアップされてとても綺麗なのでぜひ行ってみてください。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="夜の上田城跡公園" title="夜の上田城跡公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126326">夜の上田城跡公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126326">ここは上田城の門をくぐった先にある絵馬のアーチです。夜になるとライトアップされてとても綺麗なのでぜひ行ってみてください。</a></td><td class="date">2023-12-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126323">22</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/387/126323.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「『西塩田時報Vol.1』(戦前編1923～1943年)」1.	地域の組織やクラブなどが、支部や施設の改修が完了したことを公に知らせるために催しを行っているようです。
2.	事務所で春季の行事や催し物を行うことを意味している可能性があります。
3.	組織の指導者や管理者のポジション（支部長や副支部長）と、産業統計に関連する活動が行われていることが示唆されています。
4.	組織のメンバーが新しいリーダーシップやポジションに選ばれるプロセス。
5.	複数の組織や部門からのメンバーが一堂に会して合同で役員会を開いていることを示唆しています。
6.	新年を祝うためのイベントやパーティー。
7.	高齢者を敬愛し感謝する日。日本では9月の第3月曜日が敬老の日とされています。
8.	 青年団や青年会の活動に関連するものと思われます。
9.	寄付や寄贈を受けたことを報告している箇所。
10.	収支"><img src="https://d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/126323.png" alt="『西塩田時報Vol.1』(戦前編1923～1943年)" title="『西塩田時報Vol.1』(戦前編1923～1943年)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126323">『西塩田時報Vol.1』(戦前編1923～1943年)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126323">1.	地域の組織やクラブなどが、支部や施設の改修が完了したことを公に知らせるために催しを行っているようです。
2.	事務所で春季の行事や催し物を行うことを意味している可能性があります。
3.	組織の指導者や管理者のポジション（支部長や副支部長）と、産業統計に関連する活動が行われていることが示唆されています。
4.	組織のメンバーが新しいリーダーシップやポジションに選ばれるプロセス。
5.	複数の組織や部門からのメンバーが一堂に会して合同で役員会を開いていることを示唆しています。
6.	新年を祝うためのイベントやパーティー。
7.	高齢者を敬愛し感謝する日。日本では9月の第3月曜日が敬老の日とされています。
8.	 青年団や青年会の活動に関連するものと思われます。
9.	寄付や寄贈を受けたことを報告している箇所。
10.	収支</a></td><td class="date">2023-12-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126280">23</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/688/126280.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【上田市の銭湯】②宮桜の湯」突然ですが、皆さんは銭湯に行ったことはありますか？

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

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

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

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

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

宮桜の湯さんは、イオンスタイル上田や信州大学繊維学部の近くにあります。イオンの前の「信大繊維学部入口」交差点から信大正門の方へ進み、道なりに行けば右手に看板が見えてきます。玄関の「わ」の看板と薪のいい香りは営業中の証。ちなみに夏と冬で暖簾が違うんです。水色地に花火の絵柄が牛乳石鹸制作の2005年夏バージョンの暖簾、紺地に図形が描</a></td><td class="date">2023-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126150">24</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/756/126150.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「4代松平忠済と藩主居館の門」　これは歴代の上田藩主が住んでいた居館の表門である。寛政1年(1789)にこの門と居館は全焼したが、松平忠済(ただまさ)が翌年に再建させている。
　瓦屋根の軒の両端を見てほしい。上田藩松平家の家紋「五三の桐紋」があしらわれた瓦が取り付けられている。屋根の棟板金を見てほしい。ここにもまた家紋の飾りが2つ取り付けられている。家紋の瓦からは、この門が持つ格式の高さが感じられる。門の両側には、白い塀がずらっと続いている。何だか「居館」というよりも「お寺」のイメージを彷彿とさせる。軒下には雨樋が付いている。化合した金属で作られたものだろう。江戸時代だったら、木材や竹で雨樋を作っただろうから、この樋は最近のものだろう。
　門だけでなく雨樋や塀、屋根の状態などを見ると面白いだろう。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="4代松平忠済と藩主居館の門" title="4代松平忠済と藩主居館の門" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126150">4代松平忠済と藩主居館の門</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126150">　これは歴代の上田藩主が住んでいた居館の表門である。寛政1年(1789)にこの門と居館は全焼したが、松平忠済(ただまさ)が翌年に再建させている。
　瓦屋根の軒の両端を見てほしい。上田藩松平家の家紋「五三の桐紋」があしらわれた瓦が取り付けられている。屋根の棟板金を見てほしい。ここにもまた家紋の飾りが2つ取り付けられている。家紋の瓦からは、この門が持つ格式の高さが感じられる。門の両側には、白い塀がずらっと続いている。何だか「居館」というよりも「お寺」のイメージを彷彿とさせる。軒下には雨樋が付いている。化合した金属で作られたものだろう。江戸時代だったら、木材や竹で雨樋を作っただろうから、この樋は最近のものだろう。
　門だけでなく雨樋や塀、屋根の状態などを見ると面白いだろう。</a></td><td class="date">2023-11-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126077">25</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/762/126077.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「大門通り」別所の北向観音へと続く大門通り
大門通りに行くまでの道にある「北向観音」の文字と門"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="大門通り" title="大門通り" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126077">大門通り</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126077">別所の北向観音へと続く大門通り
大門通りに行くまでの道にある「北向観音」の文字と門</a></td><td class="date">2023-11-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125543">26</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/378/125543.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】」2023/10/29開催
【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】
主催:糸のまち・こもろプロジェクト
共催:諸公民館
お問い合わせ:事務局 栁沢浩一(090-7265-1315)
後援:信濃毎日新聞社・小諸新聞・東信ジャーナル社・小諸市教育委員会・(株)コミュニティテレビこもろ・(株)純水館・純水館資料館・氷風穴の里保存会・週刊さくだいら

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

【内容】
「諸を語り唄～絹の奏で　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)」
　坂本 明央氏は青森県北津軽郡坂柳町出身。民謡全国大会連続優勝後、クラウンレコードよりデビューし、全国ツアーを開催。津軽三味線名人藤田淳一師の門下生となり、日本コロムビアより「津軽を弾いて津軽を唄う」を発売。平成12年に小諸市に移住、津軽じょんがら座を設立。現在も公演を続け、三味線や民謡の指導を行っている</a></td><td class="date">2023-10-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55283">27</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/387/055283.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「国宝～鑁阿寺～」鑁阿寺（ばんなじ）は、源姓足利氏二代目の足利義兼（あしかがよしかね）が、建久7年（1196年）に、邸内に持仏堂（じぶつどう）を建て、守り本尊として大日如来を祀ったのが始まり。
三代目の足利義氏（あしかがよしうじ）が堂塔伽藍を建立し、足利一門の氏寺とした。
 周囲に土塁と堀をめぐらした寺域はほぼ正方形で、約40,000平方メートルあり、鎌倉時代の武家屋敷の面影がある。
境内には国宝指定の本堂など貴重な建物が多く、大正11年には国の史跡に指定されている。
 春は桜、秋はいちょうの黄葉が素晴らしく、市民には『大日様』と呼ばれ親しまれている。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/055283.jpg" alt="国宝～鑁阿寺～" title="国宝～鑁阿寺～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55283">国宝～鑁阿寺～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55283">鑁阿寺（ばんなじ）は、源姓足利氏二代目の足利義兼（あしかがよしかね）が、建久7年（1196年）に、邸内に持仏堂（じぶつどう）を建て、守り本尊として大日如来を祀ったのが始まり。
三代目の足利義氏（あしかがよしうじ）が堂塔伽藍を建立し、足利一門の氏寺とした。
 周囲に土塁と堀をめぐらした寺域はほぼ正方形で、約40,000平方メートルあり、鎌倉時代の武家屋敷の面影がある。
境内には国宝指定の本堂など貴重な建物が多く、大正11年には国の史跡に指定されている。
 春は桜、秋はいちょうの黄葉が素晴らしく、市民には『大日様』と呼ばれ親しまれている。</a></td><td class="date">2023-05-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55279">28</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/414/055279.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「善光寺仲見世通り」ご開帳の時期に撮った一枚。

昼間は善光寺門前仲見世通りの多くの店がオープンしており、観光客で賑わう。
写真は夜に撮ったもので、昼間とは違い提灯のやさしい光で照らされている。
善光寺本堂の少し外れたところには、「牛に引かれて善光寺参り」の由来になった牛の模型がある。名前は善子さん。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/414/thumbnails/055279.jpg" alt="善光寺仲見世通り" title="善光寺仲見世通り" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55279">善光寺仲見世通り</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55279">ご開帳の時期に撮った一枚。

昼間は善光寺門前仲見世通りの多くの店がオープンしており、観光客で賑わう。
写真は夜に撮ったもので、昼間とは違い提灯のやさしい光で照らされている。
善光寺本堂の少し外れたところには、「牛に引かれて善光寺参り」の由来になった牛の模型がある。名前は善子さん。</a></td><td class="date">2023-05-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55264">29</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/680/055264.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「須波三穂神社東の宮（スワミホジンジャヒガシノミヤ）」こちらの神社は、上田バイパスを「上田市緑ヶ丘」の信号で南に降りた先の右側に存在する。
須波三穂神社西の宮とは異なり、「神社人」という神社に関わることが記されているサイトに情報が記載されておらず（2023年5月現在）、創建された年は不明である。また、定礎が記されているものも埋め込まれていないため、改装された年なども不明だ。しかし、手水鉢に記されている名前が「絶主 柳澤○右衛門」（○の部分は読むことが出来ませんでした）と西の宮と同一であるため、1770年代には存在したのではないかと推測される。また常夜灯には寛政十年（1798年）と記されていた。
西の宮には存在した石のほこらは東の宮にはなく、代わりに大きな石が置かれていた。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="須波三穂神社東の宮（スワミホジンジャヒガシノミヤ）" title="須波三穂神社東の宮（スワミホジンジャヒガシノミヤ）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55264">須波三穂神社東の宮（スワミホジンジャヒガシノミヤ）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55264">こちらの神社は、上田バイパスを「上田市緑ヶ丘」の信号で南に降りた先の右側に存在する。
須波三穂神社西の宮とは異なり、「神社人」という神社に関わることが記されているサイトに情報が記載されておらず（2023年5月現在）、創建された年は不明である。また、定礎が記されているものも埋め込まれていないため、改装された年なども不明だ。しかし、手水鉢に記されている名前が「絶主 柳澤○右衛門」（○の部分は読むことが出来ませんでした）と西の宮と同一であるため、1770年代には存在したのではないかと推測される。また常夜灯には寛政十年（1798年）と記されていた。
西の宮には存在した石のほこらは東の宮にはなく、代わりに大きな石が置かれていた。</a></td><td class="date">2023-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55257">30</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/679/055257.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長門牧場」長和町にある長門牧場に行きました。長門牧場はテレビや人気YouTubeも訪れる人気の観光地です。牛や羊、馬など沢山の動物と触れ合えるだけでなく、広大な土地や、新鮮な食べ物、乗馬体験やチーズ作りなど様々な体験ができるのも魅力です。新鮮な空気を感じながら食べるハンバーガーやピザはどれも美味しかったです。中でも濃厚なソフトクリームは絶品でした。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="長門牧場" title="長門牧場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55257">長門牧場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55257">長和町にある長門牧場に行きました。長門牧場はテレビや人気YouTubeも訪れる人気の観光地です。牛や羊、馬など沢山の動物と触れ合えるだけでなく、広大な土地や、新鮮な食べ物、乗馬体験やチーズ作りなど様々な体験ができるのも魅力です。新鮮な空気を感じながら食べるハンバーガーやピザはどれも美味しかったです。中でも濃厚なソフトクリームは絶品でした。</a></td><td class="date">2023-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55239">31</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/679/055239.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ぶしもりやめんめん」上田市中之条にあるつけ麺専門店｢ぶしもりやめんめん｣に行ってきました。麺はもっちりとした太麺で食べ応え抜群。豚骨魚介スープは濃厚でとても美味しかったです。ボリューム満点ですが、麺の量を選ぶことができ、麺を少なめにしてトッピングを乗せたり、自分の好みに合わせられるところも魅力の一つです。私は角煮をトッピングしましたが、お肉たっぷりの｢ミーツデラックス｣や、野菜たっぷりの｢ベジもり｣など、メニューが豊富にあり、どれも美味しそうでした。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="ぶしもりやめんめん" title="ぶしもりやめんめん" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55239">ぶしもりやめんめん</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55239">上田市中之条にあるつけ麺専門店｢ぶしもりやめんめん｣に行ってきました。麺はもっちりとした太麺で食べ応え抜群。豚骨魚介スープは濃厚でとても美味しかったです。ボリューム満点ですが、麺の量を選ぶことができ、麺を少なめにしてトッピングを乗せたり、自分の好みに合わせられるところも魅力の一つです。私は角煮をトッピングしましたが、お肉たっぷりの｢ミーツデラックス｣や、野菜たっぷりの｢ベジもり｣など、メニューが豊富にあり、どれも美味しそうでした。</a></td><td class="date">2023-05-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54529">32</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/639/054529.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「三吉米熊」三吉米熊は1860年、年長州長府藩士三吉慎蔵の長男として長門国（現在の山口県）豊浦郡長府村に生まれた。三吉米熊は自ら西ケ原蚕病試験場に行って研修するなど、積極的に技術・知識を習得し、その後、本格的に蚕糸業の指導にあたるようになり、県下各地の伝習所・講習所で講師を務めた。また、明治２２年から２４年まで２年間にわたり、フランスなどで視察・研修を行った。当時、蚕業教育の必要性を感じていた小県郡長中島精一は蚕業学校設立を提唱していたが、明治２５年３月の小県郡会で設立案が可決され、小県郡立蚕業学校（現・長野県上田東高等学校）が明治２５年５月に開校しました。外遊から帰国したばかりの三吉は、この蚕業学校に迎えられ、初代校長に就任した。

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

大正１４年に蚕糸教育の功績によって勲三等瑞宝章が授与され</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54510">33</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/631/054510.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕糸専門学校」また、明治43年には上田蚕糸専門学校（現・信州大学）が設立された。中等教育期間である小県産業高校と、高等教育機関である上田蚕糸専門学校が上田に作られたことは、上田の養蚕業・蚕糸業の繁栄ぶりが窺える。
現在の信州大学繊維学部は、日本で唯一の繊維学部である。


参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

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


参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

▼この資料は以下から参照できます
ぶ「信州大学繊維学部」
https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=11526
（2023/02/06）</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54503">34</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/643/054503.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「霊泉寺大欅」丸子温泉郷の中の霊泉寺の入り口の「不開門」の脇にある欅。
高さは約30m、目線の高さの幹の外周は約9.4mあったとされた。
「不開門」の建築は16世紀ごろとされているが、霊泉寺大欅はそれ以前からあったとされる。
樹齢は数百年を超えるとされていた。
現在は枯死により倒れたためないとされる。

写真：グーグルマップより"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="霊泉寺大欅" title="霊泉寺大欅" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54503">霊泉寺大欅</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54503">丸子温泉郷の中の霊泉寺の入り口の「不開門」の脇にある欅。
高さは約30m、目線の高さの幹の外周は約9.4mあったとされた。
「不開門」の建築は16世紀ごろとされているが、霊泉寺大欅はそれ以前からあったとされる。
樹齢は数百年を超えるとされていた。
現在は枯死により倒れたためないとされる。

写真：グーグルマップより</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54472">35</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/598/054472.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州大学　繊維学部　講堂」中には入っていないが、素敵な講堂を見つけた。
これは、信州大学繊維学部の前身である上田天蚕専門学校の講堂である。この講堂の特徴は、蚕糸のシンボルである桑・繭・蛾が各所に意匠として付けられている点である。口の天井の換気口には繭と蛾、ステージの柱には桑、アーチ の縁飾りには蛾と桑、演台には蛾と繭、脇台には桑が使われている。映画のロケ地としても使われている。

参考文献
「信州シルクロード」より
https://shinshu-silkroad.jp/%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%B9%8A%E7%B6%AD%E5%AD%A6%E9%83%A8%E8%AC%9B%E5%A0%82/"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="信州大学　繊維学部　講堂" title="信州大学　繊維学部　講堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54472">信州大学　繊維学部　講堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54472">中には入っていないが、素敵な講堂を見つけた。
これは、信州大学繊維学部の前身である上田天蚕専門学校の講堂である。この講堂の特徴は、蚕糸のシンボルである桑・繭・蛾が各所に意匠として付けられている点である。口の天井の換気口には繭と蛾、ステージの柱には桑、アーチ の縁飾りには蛾と桑、演台には蛾と繭、脇台には桑が使われている。映画のロケ地としても使われている。

参考文献
「信州シルクロード」より
https://shinshu-silkroad.jp/%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%B9%8A%E7%B6%AD%E5%AD%A6%E9%83%A8%E8%AC%9B%E5%A0%82/</a></td><td class="date">2023-02-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54432">36</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/164/054432.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「「藤本蚕業アーカイブ構築」を振り返って」　私はこの一年間地域資料のデジタルアーカイブ活動を行い、活用機会が無い地域資料の撮影とネット上の公開をしました。その中で藤本蚕業アーカイブについて紹介します。
　藤本蚕業アーカイブは藤本蚕業歴史館史料をネット上に公開するアーカイブであり、かつて蚕の卵である蚕種の日本最大製造地であった上塩尻の中心であった佐藤家(藤本蚕業)所蔵の史料を扱っています。歴史館では蚕種にとどまらず歴史、文化、地理に関わる文書・書籍も多く有しており、アーカイブでも見ることが出来ます。私は当アーカイブにおいて主に史料の撮影、記事の投稿を担当しました。
　実際の資料を紹介します。
　1925年11月に発行された上田市図書館報第三号では、最も興味深い点として新刊の発表に法学系冊子を真っ先に乗せている点で、大正デモクラシ"><img src="https://d-commons.info/upload/4/164/thumbnails/054432.png" alt="「藤本蚕業アーカイブ構築」を振り返って" title="「藤本蚕業アーカイブ構築」を振り返って" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54432">「藤本蚕業アーカイブ構築」を振り返って</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54432">　私はこの一年間地域資料のデジタルアーカイブ活動を行い、活用機会が無い地域資料の撮影とネット上の公開をしました。その中で藤本蚕業アーカイブについて紹介します。
　藤本蚕業アーカイブは藤本蚕業歴史館史料をネット上に公開するアーカイブであり、かつて蚕の卵である蚕種の日本最大製造地であった上塩尻の中心であった佐藤家(藤本蚕業)所蔵の史料を扱っています。歴史館では蚕種にとどまらず歴史、文化、地理に関わる文書・書籍も多く有しており、アーカイブでも見ることが出来ます。私は当アーカイブにおいて主に史料の撮影、記事の投稿を担当しました。
　実際の資料を紹介します。
　1925年11月に発行された上田市図書館報第三号では、最も興味深い点として新刊の発表に法学系冊子を真っ先に乗せている点で、大正デモクラシ</a></td><td class="date">2023-02-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54403">37</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/459/054403.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「桔梗ヶ原〔信州の浮世絵〕」江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政6年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。「桔梗の原」は天文年間（1532～55）に武田信玄と小笠原長時が相対した合戦場で、左にある「勘助子そだての松」は、合戦の最中に山本勘助が乳児を救い、その根元に置いて戦の後に戻ったところ、松の葉から落ちる雫を母親の乳房から出る乳のように口に含んでいたという伝説がある。その後、中山道の一里塚が築かれた。江戸日本橋の基点から59番目、江戸へ55里、京へ85里の道標で、塩尻市宗賀平出には、道を挟んだもう一方の塚が松の木とともに残されており、現存する数少ない一対"><img src="https://d-commons.info/upload/4/459/thumbnails/054403.png" alt="桔梗ヶ原〔信州の浮世絵〕" title="桔梗ヶ原〔信州の浮世絵〕" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54403">桔梗ヶ原〔信州の浮世絵〕</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54403">江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政6年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。「桔梗の原」は天文年間（1532～55）に武田信玄と小笠原長時が相対した合戦場で、左にある「勘助子そだての松」は、合戦の最中に山本勘助が乳児を救い、その根元に置いて戦の後に戻ったところ、松の葉から落ちる雫を母親の乳房から出る乳のように口に含んでいたという伝説がある。その後、中山道の一里塚が築かれた。江戸日本橋の基点から59番目、江戸へ55里、京へ85里の道標で、塩尻市宗賀平出には、道を挟んだもう一方の塚が松の木とともに残されており、現存する数少ない一対</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54401">38</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/459/054401.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「木曽の雪〔信州の浮世絵〕」江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政6年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。

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

図は、雪に覆われた木曽谷を描いたもの。切り立った斜面の細道を、蓑笠を着け荷を掲げて行く姿がある。当時の木曽路は、中山道の中でも峠道が多く、難所続きだった。川沿いの切り立った断崖に、棚のように張り出して造った道「木曽の桟（かけはし）」も難所の一つとして知られた。丸木の柱に、横に板を並べた簡易な造りだったが正保4年（1647）に通行人の松明の火が落ちて焼失。後に石垣を築いて再建され、現在は国道の下に石垣の一部が保存されている。松尾芭蕉が「更級紀</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54399">39</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/459/054399.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戸隠山九頭龍大権現〔信州の浮世絵〕」江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政6年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。徳川家の手厚い保護を受け、戸隠山顕光寺として信仰を集めた神仏混合の時代を描く。九頭龍大権現（現在の九頭龍社）の右に奥院（奥社）、江戸末期の狩野派絵師河鍋暁斎作の「龍の天井絵」がある中院（中社）、右下の石階段の先が宝光院（宝光社）とみられる。参道には杉木立の合間に院坊が立ち並び、参拝者や商人らが行き交う門前町として栄えた当時の様子を描いている。九頭龍社は古くから地主神として祀られてきた。
水の神、雨乞いの神、虫歯の神、縁結びの神として信仰を"><img src="https://d-commons.info/upload/4/459/thumbnails/054399.png" alt="戸隠山九頭龍大権現〔信州の浮世絵〕" title="戸隠山九頭龍大権現〔信州の浮世絵〕" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54399">戸隠山九頭龍大権現〔信州の浮世絵〕</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54399">江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政6年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。徳川家の手厚い保護を受け、戸隠山顕光寺として信仰を集めた神仏混合の時代を描く。九頭龍大権現（現在の九頭龍社）の右に奥院（奥社）、江戸末期の狩野派絵師河鍋暁斎作の「龍の天井絵」がある中院（中社）、右下の石階段の先が宝光院（宝光社）とみられる。参道には杉木立の合間に院坊が立ち並び、参拝者や商人らが行き交う門前町として栄えた当時の様子を描いている。九頭龍社は古くから地主神として祀られてきた。
水の神、雨乞いの神、虫歯の神、縁結びの神として信仰を</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54397">40</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/459/054397.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「善光寺道久須里山〔信州の浮世絵〕」江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政６年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。「久須里山」は善光寺の北、長野市浅川にある薬山。この中腹の断崖絶壁に大同２年（807）に懸崖造りの薬師堂が創建された。絶壁から迫り出した部分は支える柱もなく、ぶらぶらと揺れることから「ぶらん堂」と呼ばれ、現在の呼称「ブランド薬師」となったとされる。弘化4年（1847）の善光寺地震で崩落したが、文久元年（1861）に再建された。

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

URL：https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/museum_history/03CP1443040000
施設名：長野県立歴史館
参考資料先：信州デジタルコモンズ</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54366">41</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/624/054366.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「支払い手形と名刺」「揚荷手形 通人馬会所」と書かれた封筒に入っていた、名刺と、手形である。
『なかに木版刷りの未使用の預かり手形が数枚と、中村六左衛門ら3人の名を書いた名刺が数枚入っている。幕末の金沢藩の通し人馬の賃銭の支払い手形である。中村六左衛門ら3人は、金沢藩の参勤交代の通し人馬を請け負っていた。』（覚（預切手記入用紙） | 信州デジタルコモンズ https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/library/02OD5160890000）

３人分の名前を一枚の紙に書いてあることから、紙が貴重だったのか、一人ひとりが名刺を用意する習慣がなかったのか、この時代の名刺は紙と筆さえあれば直ぐにできてしまうものだったのか、など様々な想像ができる。
また、この名刺は連絡などのために必要だったとされている。その割には住所などの情報が全く載っていないので、この"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="支払い手形と名刺" title="支払い手形と名刺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54366">支払い手形と名刺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54366">「揚荷手形 通人馬会所」と書かれた封筒に入っていた、名刺と、手形である。
『なかに木版刷りの未使用の預かり手形が数枚と、中村六左衛門ら3人の名を書いた名刺が数枚入っている。幕末の金沢藩の通し人馬の賃銭の支払い手形である。中村六左衛門ら3人は、金沢藩の参勤交代の通し人馬を請け負っていた。』（覚（預切手記入用紙） | 信州デジタルコモンズ https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/library/02OD5160890000）

３人分の名前を一枚の紙に書いてあることから、紙が貴重だったのか、一人ひとりが名刺を用意する習慣がなかったのか、この時代の名刺は紙と筆さえあれば直ぐにできてしまうものだったのか、など様々な想像ができる。
また、この名刺は連絡などのために必要だったとされている。その割には住所などの情報が全く載っていないので、この</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54349">42</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/654/054349.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「笹沢檪亭 (ささざわれきてい)」檪亭は、安政２年（１８５５）、小県郡坂井村（現上田市塩川）に生まれ、本名を清十といい、幼い頃より画才に富み、花鳥画を描いては村人を感嘆させたといいます。早くに父を亡くし苦労して育ちますが、母の理解もあって、明治６年（１８７３）、１８歳の折に島田桃渓とうけいに師事して絵の指導を受けたのを手始めに、明治１８年（１８８５）、２９歳の時には、水戸の木下華圃かほに師事。この頃から専業画家としての道を歩むことを真剣に考え始めたものと思われます。
　明治１９年（１８６６）、３１歳の折には終生の師となる児玉果亭に入門を許され、果亭より檪亭の雅号を受けました。この檪亭が入門した明治１９年は、第２回内国絵画共進会に出品した果亭の即品が天覧に供され、出品２点のうち１点が宮内省買上げ、１点が銀杯(こ"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="笹沢檪亭 (ささざわれきてい)" title="笹沢檪亭 (ささざわれきてい)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54349">笹沢檪亭 (ささざわれきてい)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54349">檪亭は、安政２年（１８５５）、小県郡坂井村（現上田市塩川）に生まれ、本名を清十といい、幼い頃より画才に富み、花鳥画を描いては村人を感嘆させたといいます。早くに父を亡くし苦労して育ちますが、母の理解もあって、明治６年（１８７３）、１８歳の折に島田桃渓とうけいに師事して絵の指導を受けたのを手始めに、明治１８年（１８８５）、２９歳の時には、水戸の木下華圃かほに師事。この頃から専業画家としての道を歩むことを真剣に考え始めたものと思われます。
　明治１９年（１８６６）、３１歳の折には終生の師となる児玉果亭に入門を許され、果亭より檪亭の雅号を受けました。この檪亭が入門した明治１９年は、第２回内国絵画共進会に出品した果亭の即品が天覧に供され、出品２点のうち１点が宮内省買上げ、１点が銀杯(こ</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54347">43</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/654/054347.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西川小扇八 (にしかわこせんぱち)」上田地方だけでなく、広く東信地方から県内にかけて日本舞踊の普及に尽力した小扇八は、明治３８年東京浅草瓦かわら町に生まれました。小扇八（本名金子光みつ）の育った浅草界隈は、古くから歌舞音曲かぶおんぎょくの盛んな土地柄でした。生まれつき体の弱かった光を心配した両親は、健康のために芸事を身につけさようと、長唄や日本舞踊、華道、茶道など日本古来の伝統芸能を一通り習得させました。
　とりわけ光は日本舞踊に強く興味を示し、自ら進んで西川流に入門し、稽古に励みました。縁あって１８歳で結婚しますが、婚家になじまず実家に戻ります。浅草に戻った光は生涯進むべき道を日本舞踊と決め、西川扇五郎に師事します。再び踊りの世界に没頭し、厳しい稽古に耐え、艱難かんなんを克服して次第に頭角とうかくを現あらわ"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="西川小扇八 (にしかわこせんぱち)" title="西川小扇八 (にしかわこせんぱち)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54347">西川小扇八 (にしかわこせんぱち)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54347">上田地方だけでなく、広く東信地方から県内にかけて日本舞踊の普及に尽力した小扇八は、明治３８年東京浅草瓦かわら町に生まれました。小扇八（本名金子光みつ）の育った浅草界隈は、古くから歌舞音曲かぶおんぎょくの盛んな土地柄でした。生まれつき体の弱かった光を心配した両親は、健康のために芸事を身につけさようと、長唄や日本舞踊、華道、茶道など日本古来の伝統芸能を一通り習得させました。
　とりわけ光は日本舞踊に強く興味を示し、自ら進んで西川流に入門し、稽古に励みました。縁あって１８歳で結婚しますが、婚家になじまず実家に戻ります。浅草に戻った光は生涯進むべき道を日本舞踊と決め、西川扇五郎に師事します。再び踊りの世界に没頭し、厳しい稽古に耐え、艱難かんなんを克服して次第に頭角とうかくを現あらわ</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54346">44</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=54345">45</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/654/054345.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「久米正雄(くめまさお)」久米は、明治２４年上田片平町（大手町）で生まれました。父由太郎は明治２８年小県郡立高等小学校兼上田尋常小学校校長として勤務していましたが、明治３１年、父が校長を務めていた上田尋常高等小学校上田分教場が焼失。その責めを負って父が自刃してしまったため、一家は母の実家福島県安積あさか郡桑野村へ転居し、ここで久米は中学時代を過ごしました。
　この時代に、安積中学校の教頭と国語教師に指導を受け、俳人としての才能を見込まれ、将来を嘱望されるまでになりました。中学校在学中に「笹鳴吟社」を結成、また、学校教員の集まりである「群峰社」にも参加。桑野村を訪れた正岡子規や河東碧梧桐かわひがしへきごとうの影響を受け、新俳句会への道を進み、一高時代には碧門下の日本派俳人として知られるようになりました"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="久米正雄(くめまさお)" title="久米正雄(くめまさお)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54345">久米正雄(くめまさお)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54345">久米は、明治２４年上田片平町（大手町）で生まれました。父由太郎は明治２８年小県郡立高等小学校兼上田尋常小学校校長として勤務していましたが、明治３１年、父が校長を務めていた上田尋常高等小学校上田分教場が焼失。その責めを負って父が自刃してしまったため、一家は母の実家福島県安積あさか郡桑野村へ転居し、ここで久米は中学時代を過ごしました。
　この時代に、安積中学校の教頭と国語教師に指導を受け、俳人としての才能を見込まれ、将来を嘱望されるまでになりました。中学校在学中に「笹鳴吟社」を結成、また、学校教員の集まりである「群峰社」にも参加。桑野村を訪れた正岡子規や河東碧梧桐かわひがしへきごとうの影響を受け、新俳句会への道を進み、一高時代には碧門下の日本派俳人として知られるようになりました</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54342">46</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/662/054342.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「錦絵真田幸村巡見図」大坂の陣で大久保彦左衛門とともに身を隠す徳川家康(左下）と、それを捜す幸村を描いている。明治期の錦絵。作者は月岡芳年。芳年は明治に入って近代的な感覚を盛り込んだ歴史画に本領を発揮した人で、特に欧米で評価が高い。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="錦絵真田幸村巡見図" title="錦絵真田幸村巡見図" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54342">錦絵真田幸村巡見図</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54342">大坂の陣で大久保彦左衛門とともに身を隠す徳川家康(左下）と、それを捜す幸村を描いている。明治期の錦絵。作者は月岡芳年。芳年は明治に入って近代的な感覚を盛り込んだ歴史画に本領を発揮した人で、特に欧米で評価が高い。</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54325">47</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=54299">48</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/253/054299.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「鯉こく」佐久市に伝わる「鯉こく」は、大胆に筒切りにして味噌で煮た汁もので、佐久地域の正月には欠かせないものとなっている。佐久ホテルの篠澤社長の八代前の先祖の篠澤佐五右衛門滋野包道が延享3年（1746）の正月6日に伊勢神宮の福島鳥羽大夫神官を邸宅に招き、「鯉こく」を食べさせたことがきっかけで正月に「鯉こく」を食べるようになった。

実際に鯉の切り身を買ってきて作ってみた。汁気をかなり飛ばす料理で非常に時間と手間がかかる料理という印象を受けた。凝縮された味付けで鯖味噌が一番近い味付けだと感じた。

https://d-commons.net/uedagaku?c=28&p=7106
https://life.ja-group.jp/recipe/detail?id=8279"><img src="https://d-commons.info/upload/4/253/thumbnails/054299.jpg" alt="鯉こく" title="鯉こく" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54299">鯉こく</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54299">佐久市に伝わる「鯉こく」は、大胆に筒切りにして味噌で煮た汁もので、佐久地域の正月には欠かせないものとなっている。佐久ホテルの篠澤社長の八代前の先祖の篠澤佐五右衛門滋野包道が延享3年（1746）の正月6日に伊勢神宮の福島鳥羽大夫神官を邸宅に招き、「鯉こく」を食べさせたことがきっかけで正月に「鯉こく」を食べるようになった。

実際に鯉の切り身を買ってきて作ってみた。汁気をかなり飛ばす料理で非常に時間と手間がかかる料理という印象を受けた。凝縮された味付けで鯖味噌が一番近い味付けだと感じた。

https://d-commons.net/uedagaku?c=28&p=7106
https://life.ja-group.jp/recipe/detail?id=8279</a></td><td class="date">2023-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54257">49</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/529/054257.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「お菓子の歴史（洋菓子輸入時代）」明治頃に、文明開化が始まり、外国の文化が日本に取り入れられ生活が変化していったが、それは菓子も含まれる。明治10年に洋菓子の輸入が5千円であったが、20年には1万円、30年には2万5千円で、38年には一躍して23万5千円とまで上昇し、短期間で需要がかなり増えた。洋菓子製法技術や洋風食材が導入され、相手先もオランダ、ポルトガルから、イギリス、フランス、アメリカに変化した。
ビスケット、キャンディ、チョコレート、キャラメル、クッキーなどが輸入され、日本での消費が増えると国内生産の方が儲かると考える人が出てきて、製造が始まった。日本で最初に作られた洋菓子は明治8年のビスケットで、東京京橋の風月堂が始めた。明治中期になると森永太一郎が森永製菓会社を作り、ビスケットやドロップス、キャラメルなどの洋菓子生産"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="お菓子の歴史（洋菓子輸入時代）" title="お菓子の歴史（洋菓子輸入時代）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54257">お菓子の歴史（洋菓子輸入時代）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54257">明治頃に、文明開化が始まり、外国の文化が日本に取り入れられ生活が変化していったが、それは菓子も含まれる。明治10年に洋菓子の輸入が5千円であったが、20年には1万円、30年には2万5千円で、38年には一躍して23万5千円とまで上昇し、短期間で需要がかなり増えた。洋菓子製法技術や洋風食材が導入され、相手先もオランダ、ポルトガルから、イギリス、フランス、アメリカに変化した。
ビスケット、キャンディ、チョコレート、キャラメル、クッキーなどが輸入され、日本での消費が増えると国内生産の方が儲かると考える人が出てきて、製造が始まった。日本で最初に作られた洋菓子は明治8年のビスケットで、東京京橋の風月堂が始めた。明治中期になると森永太一郎が森永製菓会社を作り、ビスケットやドロップス、キャラメルなどの洋菓子生産</a></td><td class="date">2023-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54204">50</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/529/054204.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「唐菓子について」奈良時代から平安時代にかけて遣唐使によって唐から伝来した唐菓子は，米粉や小麦粉を捏ねていろいろな形に作り，油で揚げたり，焼いたものである。
日本や仏教の世界でお供え物とされるほどであり、当時はとても高価でめったに食べられないものであったが、現在では限られた和菓子店だけではあるが、手軽に食べることができる。

写真は岡田哲「食文化入門-百問百答-」から抜粋"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="唐菓子について" title="唐菓子について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54204">唐菓子について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54204">奈良時代から平安時代にかけて遣唐使によって唐から伝来した唐菓子は，米粉や小麦粉を捏ねていろいろな形に作り，油で揚げたり，焼いたものである。
日本や仏教の世界でお供え物とされるほどであり、当時はとても高価でめったに食べられないものであったが、現在では限られた和菓子店だけではあるが、手軽に食べることができる。

写真は岡田哲「食文化入門-百問百答-」から抜粋</a></td><td class="date">2023-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42656">51</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/616/042656_0023_002.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第３回]」実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第３回]
　皆さんのキュレーション披露会

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

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

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

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

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

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

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

《キュレーション紹介》公開できる成果をリストアップしました
<ol><li>鈴木さん／<a href=https://d-commons.net/upload/4/616/cp001238_005.pdf>諏訪湖のスケート</a><font color=orange>[LINK]</font>(下記メディアクリップ収録)</li><li>長沼さん／一代交雑</a></td><td class="date">2023-01-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=18942">52</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=18921">53</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/018921.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「BFI：世界映画史上、最も偉大な映画2022」▲BFIホームページからの部分転載

英国のBFI(British Film Institute)が発行する映画専門誌『Sight and Sound』が10年に一度選定する「世界映画史上、最も偉大な映画」(The Greatest Films of All Time)の2022年の選定結果が発表されました。

▼The Greatest Films of All Time
<a href=https://www.bfi.org.uk/sight-and-sound/greatest-films-all-time>https://www.bfi.org.uk/sight-and-sound/greatest-films-all-time</a>

シャンタル・アッケルマン監督の『ジャンヌ・ディエルマン』(1975)が第１位に。これは驚異的なチョイスです。世界映画史上、そこまでの高い知名度も評価も得ていなかったアッケルマンが、しかもその一作品が選ばれたことが驚異です。映画監督は圧倒的に男性優位で女性監督はごく少数です（旧来「女流」監督と呼んできたのは男性中心の捉え方から発生した偏見的な呼び方か？）。多様性とLGBTが全世"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/018921.jpg" alt="BFI：世界映画史上、最も偉大な映画2022" title="BFI：世界映画史上、最も偉大な映画2022" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=18921">BFI：世界映画史上、最も偉大な映画2022</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=18921">▲BFIホームページからの部分転載

英国のBFI(British Film Institute)が発行する映画専門誌『Sight and Sound』が10年に一度選定する「世界映画史上、最も偉大な映画」(The Greatest Films of All Time)の2022年の選定結果が発表されました。

▼The Greatest Films of All Time
<a href=https://www.bfi.org.uk/sight-and-sound/greatest-films-all-time>https://www.bfi.org.uk/sight-and-sound/greatest-films-all-time</a>

シャンタル・アッケルマン監督の『ジャンヌ・ディエルマン』(1975)が第１位に。これは驚異的なチョイスです。世界映画史上、そこまでの高い知名度も評価も得ていなかったアッケルマンが、しかもその一作品が選ばれたことが驚異です。映画監督は圧倒的に男性優位で女性監督はごく少数です（旧来「女流」監督と呼んできたのは男性中心の捉え方から発生した偏見的な呼び方か？）。多様性とLGBTが全世</a></td><td class="date">2022-12-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=18916">54</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/194/018916.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「曹洞宗法隆山正眼院」八満にある曹洞宗の寺院　法隆山正眼院（しょうげんいん　通称しょうごいん）

「運のよくなるお寺」として知られている。

境内には小諸城より移築された黒門があり、本堂前には拈華微笑のお釈迦様が建立されている。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/194/thumbnails/018916.jpg" alt="曹洞宗法隆山正眼院" title="曹洞宗法隆山正眼院" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=18916">曹洞宗法隆山正眼院</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=18916">八満にある曹洞宗の寺院　法隆山正眼院（しょうげんいん　通称しょうごいん）

「運のよくなるお寺」として知られている。

境内には小諸城より移築された黒門があり、本堂前には拈華微笑のお釈迦様が建立されている。</a></td><td class="date">2022-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11706">55</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/590/011706.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山家神社」上田市真田町長にある山家神社です。「白山大権現（はくさんだいごんげん）」と称えられ、ご利益としては上田城鬼門除けの神として広く信仰されています。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="山家神社" title="山家神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11706">山家神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11706">上田市真田町長にある山家神社です。「白山大権現（はくさんだいごんげん）」と称えられ、ご利益としては上田城鬼門除けの神として広く信仰されています。</a></td><td class="date">2022-12-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11696">56</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/590/011696.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田城門」上田といえば、で多くの人からまず最初に出るのが上田城だと思います。こちらは千本桜祭りの様子になります。約1000本の桜が咲き誇り、夜はライトアップされた夜桜が見られます。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田城門" title="上田城門" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11696">上田城門</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11696">上田といえば、で多くの人からまず最初に出るのが上田城だと思います。こちらは千本桜祭りの様子になります。約1000本の桜が咲き誇り、夜はライトアップされた夜桜が見られます。</a></td><td class="date">2022-12-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11688">57</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/607/011688.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「鎌原まんぢゅう」別所温泉駅から歩いて数分の老舗饅頭屋。創業１６０年と長い歴史があります。厄除けの北向観音にちなんだ「厄除けまんじゅう」が人気であり、ほかにもおやきや上田市のブランドリンゴを使って作った自家製のリンゴ餡のリンゴ饅頭などがあり、どれも美味しそうでした。
建物の佇まいが素晴らしく、温泉地にぴったりで門などがありおしゃれで静かな場所でした。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="鎌原まんぢゅう" title="鎌原まんぢゅう" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11688">鎌原まんぢゅう</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11688">別所温泉駅から歩いて数分の老舗饅頭屋。創業１６０年と長い歴史があります。厄除けの北向観音にちなんだ「厄除けまんじゅう」が人気であり、ほかにもおやきや上田市のブランドリンゴを使って作った自家製のリンゴ餡のリンゴ饅頭などがあり、どれも美味しそうでした。
建物の佇まいが素晴らしく、温泉地にぴったりで門などがありおしゃれで静かな場所でした。</a></td><td class="date">2022-12-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11681">58</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/614/011681.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田毘沙門堂」お寺を引退した活文禅師が、この毘沙門堂に寺子屋を開き、教え、そして生涯を閉じた。門下には佐久間象山はじめ1000余人がおり、この地方で幕末から明治維新にかけて活躍したという。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田毘沙門堂" title="常田毘沙門堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11681">常田毘沙門堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11681">お寺を引退した活文禅師が、この毘沙門堂に寺子屋を開き、教え、そして生涯を閉じた。門下には佐久間象山はじめ1000余人がおり、この地方で幕末から明治維新にかけて活躍したという。</a></td><td class="date">2022-12-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11680">59</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/614/011680.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「願行寺」浄土宗の寺院、願行寺。設立には海野小太郎が関わっており、入り口の四脚門は市の指定文化財に登録されている。
古くは真田昌幸が上田城下町を作る際に海野郷から城に近い厩裏町に移され、その後息子の真田信之によって現在地に移された。
それにしても、「願い行く寺」ってなんかいいですよね。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="願行寺" title="願行寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11680">願行寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11680">浄土宗の寺院、願行寺。設立には海野小太郎が関わっており、入り口の四脚門は市の指定文化財に登録されている。
古くは真田昌幸が上田城下町を作る際に海野郷から城に近い厩裏町に移され、その後息子の真田信之によって現在地に移された。
それにしても、「願い行く寺」ってなんかいいですよね。</a></td><td class="date">2022-12-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11661">60</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小文『プリンス・マツダイラ物語』」明治５年からアメリカへ留学した最後の上田藩主・松平忠礼と弟の忠厚。その後忠厚は日本へ帰ることなく土木と建築を学びアメリカ人女性と結婚し、エンジニアとして測量器具を発明、大陸各地の橋や鉄道建設に携わる活躍をしながらも肺結核に倒れ、37才の若さでデンバーで亡くなりました。
今では上田の方々にはよく知られた話ですが、2000年上田市立博物館での松平忠厚展を機にした『プリンス・マツダイラ物語』は、2人の留学に随行した山口慎（山口平太郎毅の息子）の孫の金子香代が2004年「文芸せたがや」に書いたものです。ファミリーヒストリーの延長で当時随筆部門の3席でしかなく、批評の通り、練り直しを考えつつもできないまま没しました。そんな母の小文ですが、最近Wikipediaなどから関心を持って下さる方がいるので、この場をお借"><img src="https://d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="小文『プリンス・マツダイラ物語』" title="小文『プリンス・マツダイラ物語』" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11661">小文『プリンス・マツダイラ物語』</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11661">明治５年からアメリカへ留学した最後の上田藩主・松平忠礼と弟の忠厚。その後忠厚は日本へ帰ることなく土木と建築を学びアメリカ人女性と結婚し、エンジニアとして測量器具を発明、大陸各地の橋や鉄道建設に携わる活躍をしながらも肺結核に倒れ、37才の若さでデンバーで亡くなりました。
今では上田の方々にはよく知られた話ですが、2000年上田市立博物館での松平忠厚展を機にした『プリンス・マツダイラ物語』は、2人の留学に随行した山口慎（山口平太郎毅の息子）の孫の金子香代が2004年「文芸せたがや」に書いたものです。ファミリーヒストリーの延長で当時随筆部門の3席でしかなく、批評の通り、練り直しを考えつつもできないまま没しました。そんな母の小文ですが、最近Wikipediaなどから関心を持って下さる方がいるので、この場をお借</a></td><td class="date">2022-12-02</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11637">61</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/494/011637.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕種上田④　旧清水喜左衛門邸」今回は旧清水喜左衛門邸についてだ。
この住宅にも旧馬場藤四郎邸同様、瓦に家紋があり蔵もある。この近辺には家紋付きの家や蔵の県知育が多く見られ、改めて養蚕業による発展の規模を実感した。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕種上田④　旧清水喜左衛門邸" title="蚕種上田④　旧清水喜左衛門邸" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11637">蚕種上田④　旧清水喜左衛門邸</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11637">今回は旧清水喜左衛門邸についてだ。
この住宅にも旧馬場藤四郎邸同様、瓦に家紋があり蔵もある。この近辺には家紋付きの家や蔵の県知育が多く見られ、改めて養蚕業による発展の規模を実感した。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11628">62</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/511/011628.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田毘沙門堂」文政12年（1829）のころお堂の脇に寺小屋を開き、多聞庵と名付けられました。活文の名声は以前から広くいき渡っていたので、武士をはじめ農民や商人それに子供にいたるまで教えを受けたい人たちが殺到し、一時は1000人を越すほどでした。

毘沙門堂は、大正15年（1926）に建てられたものです。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田毘沙門堂" title="常田毘沙門堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11628">常田毘沙門堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11628">文政12年（1829）のころお堂の脇に寺小屋を開き、多聞庵と名付けられました。活文の名声は以前から広くいき渡っていたので、武士をはじめ農民や商人それに子供にいたるまで教えを受けたい人たちが殺到し、一時は1000人を越すほどでした。

毘沙門堂は、大正15年（1926）に建てられたものです。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11624">63</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/581/011624.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃国分寺仁王門」信濃国分寺駅から信濃国分寺へ向かう途中にある門。信濃国分寺への入り口を感じさせる。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="信濃国分寺仁王門" title="信濃国分寺仁王門" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11624">信濃国分寺仁王門</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11624">信濃国分寺駅から信濃国分寺へ向かう途中にある門。信濃国分寺への入り口を感じさせる。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11614">64</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/593/011614.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田千曲高校」質実剛健を教育目標とし、工業科・商業科・家政科と３つの大学科を擁する上小唯一の総合的な専門高校。社会人して、円満の人格、品位ある個人の完成を期としている。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田千曲高校" title="上田千曲高校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11614">上田千曲高校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11614">質実剛健を教育目標とし、工業科・商業科・家政科と３つの大学科を擁する上小唯一の総合的な専門高校。社会人して、円満の人格、品位ある個人の完成を期としている。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11608">65</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/593/011608.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田高校」教育目標として試百難があり、困難から逃げない、周到な準備をする、最後まで粘り抜くを目標にしている。また、古城の門は歴史を感じさせる。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田高校" title="上田高校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11608">上田高校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11608">教育目標として試百難があり、困難から逃げない、周到な準備をする、最後まで粘り抜くを目標にしている。また、古城の門は歴史を感じさせる。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11606">66</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/511/011606.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「月窓寺」月窓寺は海野一族の真田幸隆公の弟、隆永公の開基です。
山門は竜宮門(鐘楼門)で天井には龍の鏝絵が描かれています。
境内には上田市出身の様式兵学者で知られる「赤松小三郎」の遺髪の墓があります。

写真にもあるように、千羽鶴がたくさんあってびっくりしました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="月窓寺" title="月窓寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11606">月窓寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11606">月窓寺は海野一族の真田幸隆公の弟、隆永公の開基です。
山門は竜宮門(鐘楼門)で天井には龍の鏝絵が描かれています。
境内には上田市出身の様式兵学者で知られる「赤松小三郎」の遺髪の墓があります。

写真にもあるように、千羽鶴がたくさんあってびっくりしました。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11575">67</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/516/011575.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「繊維学の転換」上田市に立地する信州大学繊維学部、源流を辿ると1910年の上田蚕糸専門学校から始まる。当初は蚕糸や紡績業に関しての研究、教育を目的としていた。現在では繊維を広義に捉えて、炭素繊維やファイバー工学の研究へと転換している。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="繊維学の転換" title="繊維学の転換" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11575">繊維学の転換</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11575">上田市に立地する信州大学繊維学部、源流を辿ると1910年の上田蚕糸専門学校から始まる。当初は蚕糸や紡績業に関しての研究、教育を目的としていた。現在では繊維を広義に捉えて、炭素繊維やファイバー工学の研究へと転換している。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11559">68</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/586/011559.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前山寺」　真言宗のお寺である前山寺。
　マツやサクラなどの並木が両側をおおう約150メートルの参道は、昭和54年に上田市文化財保護条例により市指定記念物に指定された。山に向かって参道を進むと、色あせた木でできた風情漂う門が出迎える。門をくぐった先には国の重要文化財に指定されている三重塔がそびえ立ち、戦国時代から伝わる建築美を間近で楽しむことができた。
　入山料は一般・大学生200円。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="前山寺" title="前山寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11559">前山寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11559">　真言宗のお寺である前山寺。
　マツやサクラなどの並木が両側をおおう約150メートルの参道は、昭和54年に上田市文化財保護条例により市指定記念物に指定された。山に向かって参道を進むと、色あせた木でできた風情漂う門が出迎える。門をくぐった先には国の重要文化財に指定されている三重塔がそびえ立ち、戦国時代から伝わる建築美を間近で楽しむことができた。
　入山料は一般・大学生200円。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11535">69</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/537/011535.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西光寺」西光寺の境内には、本堂と阿弥陀堂が建っていました。門の屋根が大きく、迫力がありました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="西光寺" title="西光寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11535">西光寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11535">西光寺の境内には、本堂と阿弥陀堂が建っていました。門の屋根が大きく、迫力がありました。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11526">70</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/550/011526.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州大学繊維学部」信州大学は明治43年1910年設立の旧制上田蚕糸専門学校を前身とする日本唯一の繊維学部である。この上田蚕糸専門学校は蚕糸に関する最初の高等教育機関であり、長野県下初の官立学校として設立された。
この繊維学部は信州大学設置の昭和24年1949年と同時に設置された。その後も多様な学科が設置され、全国からたくさんの学生が集まる大学である。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="信州大学繊維学部" title="信州大学繊維学部" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11526">信州大学繊維学部</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11526">信州大学は明治43年1910年設立の旧制上田蚕糸専門学校を前身とする日本唯一の繊維学部である。この上田蚕糸専門学校は蚕糸に関する最初の高等教育機関であり、長野県下初の官立学校として設立された。
この繊維学部は信州大学設置の昭和24年1949年と同時に設置された。その後も多様な学科が設置され、全国からたくさんの学生が集まる大学である。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11507">71</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/011507.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上塩尻まちあるき：〇〇小路」上塩尻は北国街道をメインストリートとし、集落内にいくつもの小路（細い道筋）が通っています。地元の人たちはこれらの小路に名前を付け区別して呼んでいます。
★馬場小路
★寺小路
★毘沙門小路
★広小路
★岩井小路
★山小路
馬場小路は小路に面する家々がいずれも馬場さんであったことからそう呼ばれるようになりました。現在、馬場さんではないお宅に替わってはいますが、その呼び方が受け継がれて歴史を伝承しています。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/011507.jpg" alt="上塩尻まちあるき：〇〇小路" title="上塩尻まちあるき：〇〇小路" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11507">上塩尻まちあるき：〇〇小路</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11507">上塩尻は北国街道をメインストリートとし、集落内にいくつもの小路（細い道筋）が通っています。地元の人たちはこれらの小路に名前を付け区別して呼んでいます。
★馬場小路
★寺小路
★毘沙門小路
★広小路
★岩井小路
★山小路
馬場小路は小路に面する家々がいずれも馬場さんであったことからそう呼ばれるようになりました。現在、馬場さんではないお宅に替わってはいますが、その呼び方が受け継がれて歴史を伝承しています。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11502">72</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/011502.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上塩尻まちあるき：猫瓦」上塩尻＝猫瓦のまち、といっても過言ではありません。

上塩尻の家々に特徴的に存在しているものに「猫瓦」があります。それぞれの家々で蚕種製造や養蚕を営んでいた各家の屋根や塀の瓦には、ネコを表徴した瓦があります。その中でも、毘沙門通りに面する佐藤家の屋敷には１階の屋根に猫瓦が、しかも２つ前後して存立しています。蚕の天敵であるネズミの侵入を防ぐという意味でのシンボリックな猫瓦の存在感を最もよく示しています。まちあるきをしながら猫瓦を見つけるたび、参加者がそれぞれ猫瓦を写真に収めていました。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/011502.jpg" alt="上塩尻まちあるき：猫瓦" title="上塩尻まちあるき：猫瓦" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11502">上塩尻まちあるき：猫瓦</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11502">上塩尻＝猫瓦のまち、といっても過言ではありません。

上塩尻の家々に特徴的に存在しているものに「猫瓦」があります。それぞれの家々で蚕種製造や養蚕を営んでいた各家の屋根や塀の瓦には、ネコを表徴した瓦があります。その中でも、毘沙門通りに面する佐藤家の屋敷には１階の屋根に猫瓦が、しかも２つ前後して存立しています。蚕の天敵であるネズミの侵入を防ぐという意味でのシンボリックな猫瓦の存在感を最もよく示しています。まちあるきをしながら猫瓦を見つけるたび、参加者がそれぞれ猫瓦を写真に収めていました。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11498">73</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/539/011498.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館資料室」長野県での蚕種製造の歴史は上田地方が最も早く、藤本善右衛門家によって寛文の時代に始められたとされている。はじめ奥州産蚕種を仕入れ販売していたものが、次第に奥州へ出向き蚕種製造をするようになり、自家製造へ発展し全国へと販路を広げていった。上田地方が日本一の蚕種製造地帯となった背景としては、蚕種の改良と歩桑による種繭の生産によるものである。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田館資料室" title="常田館資料室" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11498">常田館資料室</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11498">長野県での蚕種製造の歴史は上田地方が最も早く、藤本善右衛門家によって寛文の時代に始められたとされている。はじめ奥州産蚕種を仕入れ販売していたものが、次第に奥州へ出向き蚕種製造をするようになり、自家製造へ発展し全国へと販路を広げていった。上田地方が日本一の蚕種製造地帯となった背景としては、蚕種の改良と歩桑による種繭の生産によるものである。</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11411">74</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/532/011411.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧上田蚕糸専門学校（信州大学繊維学部）」旧上田蚕糸専門学校は1910（明治43）年に設立しました。信州大学繊維学部の講堂が登録有形文化財として保存されています。この建物は蚕糸にちなんだ桑・繭・蛾の意匠が内部の各所に付けられていることが特徴です。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="旧上田蚕糸専門学校（信州大学繊維学部）" title="旧上田蚕糸専門学校（信州大学繊維学部）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11411">旧上田蚕糸専門学校（信州大学繊維学部）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11411">旧上田蚕糸専門学校は1910（明治43）年に設立しました。信州大学繊維学部の講堂が登録有形文化財として保存されています。この建物は蚕糸にちなんだ桑・繭・蛾の意匠が内部の各所に付けられていることが特徴です。</a></td><td class="date">2022-11-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11408">75</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/545/011408.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「大手門公園」散策中、雨が降ってきたため休憩のために訪れました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="大手門公園" title="大手門公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11408">大手門公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11408">散策中、雨が降ってきたため休憩のために訪れました。</a></td><td class="date">2022-11-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11348">76</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/317/011348.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蓼科高校学習支援中間報告」これまで蓼科高校で「蓼科学を通して自分の興味関心を外部に発信し、『成功体験』を得る」という目的のもと、全１０回、これまで６回の授業を行った。授業内容は以下の通り。

1 9 月 26 日 校内ミニ探検 自分の興味を地域に向ける導入体験
2 10 月 3 日 立科町を探ろう 立科町の情報ゲット
3 10 月 17 日 立科町探検隊 Part1
4 10 月 24 日 立科町探検隊 Part2
5 11 月 7 日 探検を記事にして伝える 1
6 11 月 14 日 立科町探検隊 Part3
7 11 月 28 日 探検を記事にして伝える 2
8 12 月 5 日 クイズ作成
9 12 月 12 日 クイズ大会リハーサル
10 12 月 19 日 立科町クイズ大会(立科小)

　全３回フィールドワークで長門牧場・蓼科第二牧場・芦田宿・道の駅・権現の湯に訪問をした。
　３回のフィールドワークを通して、生徒の立科町に対する興味の関心は全体的に薄いという"><img src="https://d-commons.info/upload/4/317/thumbnails/011348.jpg" alt="蓼科高校学習支援中間報告" title="蓼科高校学習支援中間報告" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11348">蓼科高校学習支援中間報告</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11348">これまで蓼科高校で「蓼科学を通して自分の興味関心を外部に発信し、『成功体験』を得る」という目的のもと、全１０回、これまで６回の授業を行った。授業内容は以下の通り。

1 9 月 26 日 校内ミニ探検 自分の興味を地域に向ける導入体験
2 10 月 3 日 立科町を探ろう 立科町の情報ゲット
3 10 月 17 日 立科町探検隊 Part1
4 10 月 24 日 立科町探検隊 Part2
5 11 月 7 日 探検を記事にして伝える 1
6 11 月 14 日 立科町探検隊 Part3
7 11 月 28 日 探検を記事にして伝える 2
8 12 月 5 日 クイズ作成
9 12 月 12 日 クイズ大会リハーサル
10 12 月 19 日 立科町クイズ大会(立科小)

　全３回フィールドワークで長門牧場・蓼科第二牧場・芦田宿・道の駅・権現の湯に訪問をした。
　３回のフィールドワークを通して、生徒の立科町に対する興味の関心は全体的に薄いという</a></td><td class="date">2022-11-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11347">77</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/251/011347.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「コミュニティスクール」埼玉県の方へ用事があり行った際、ある中学校の門に写真のような横断幕がかかっていました。
コミュニティスクールとは、学校内だけではなく保護者はもちろん、学校外の地域の方と繋がりを持って学校運営をしていく学校のことです。
長野県にも独自のコミュニティスクールなどは存在しますが、これほど大きな横断幕を掲げている学校を私は見たことがありませんでした。
実際、この学校がどんな取り組みをされているかは分かりませんが、「コミュニティスクールである」という情報をこれだけ大々的に掲げられるのは素敵だなあと感じました。

そして、長野県を離れても、学校の取り組みのことへ意識が向いている自分がいたことにも驚きました。
これからも様々な取り組みに視野を向けていきたいと思います。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/251/thumbnails/011347.jpg" alt="コミュニティスクール" title="コミュニティスクール" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11347">コミュニティスクール</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11347">埼玉県の方へ用事があり行った際、ある中学校の門に写真のような横断幕がかかっていました。
コミュニティスクールとは、学校内だけではなく保護者はもちろん、学校外の地域の方と繋がりを持って学校運営をしていく学校のことです。
長野県にも独自のコミュニティスクールなどは存在しますが、これほど大きな横断幕を掲げている学校を私は見たことがありませんでした。
実際、この学校がどんな取り組みをされているかは分かりませんが、「コミュニティスクールである」という情報をこれだけ大々的に掲げられるのは素敵だなあと感じました。

そして、長野県を離れても、学校の取り組みのことへ意識が向いている自分がいたことにも驚きました。
これからも様々な取り組みに視野を向けていきたいと思います。</a></td><td class="date">2022-11-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11334">78</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/606/011334.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田で養蚕はなぜ始まったのか。」養蚕のこれからを考えていくとき、過去を振り返ることはとても大切なことです。今回では上田で養蚕がどのようにして始まっていったのかを振り返ります。

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

年間降水量が1000ミリ以下の上田地域は長野県内でもとりわけ蚕の飼育に適しています。全国的にみてもこれほど降水量が少ない土地はそうありません。養蚕業をするには輸出がしやすい海辺の方がコストがかかりませんが、どうしても降水量は多くなります。
そういった理由も一部あり長野が養蚕の名産になったのです。
また、上田の養蚕の始まりは寛文の時代に藤本善右衛門家によってはじめられたとされています。</a></td><td class="date">2022-11-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11251">79</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/616/011251.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕種の里「上塩尻」まちあるきで再発見2022/11/26(藤本蚕業プロジェクト主催)＝終了」<font size=+2>上塩尻の蚕種製造民家、街並み、猫瓦（それ何？）などをめぐる見学会です。</font>

令和４年度長野県地域発元気づくり支援金事業「藤本蚕業資源活用事業」
蚕種の里上塩尻をまちあるき、古建築と景観の保全活用についても意見交換

日本一の蚕種製造の中心地だった上塩尻の街並みや建物を探訪します。当日は建築史学のモリス先生を交え、古建築・景観の保全活用について地元の皆様とも意見交換します。

【日時】2022年11月26日(土)
　・まちあるき	13:00～15:00 雨天決行
　・意見交換会	15:15～17:15（塩尻地区公民館）
【場所】藤本蚕業歴史館に集合（長野県上田市上塩尻 248）駐車場あり
【主催】藤本蚕業プロジェクト
【協力】西部地域まちづくりの会 自然・生活環境部会、上塩尻自治会、上塩尻今昔の会
【定員】・まちあるき ３"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕種の里「上塩尻」まちあるきで再発見2022/11/26(藤本蚕業プロジェクト主催)＝終了" title="蚕種の里「上塩尻」まちあるきで再発見2022/11/26(藤本蚕業プロジェクト主催)＝終了" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11251">蚕種の里「上塩尻」まちあるきで再発見2022/11/26(藤本蚕業プロジェクト主催)＝終了</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11251"><font size=+2>上塩尻の蚕種製造民家、街並み、猫瓦（それ何？）などをめぐる見学会です。</font>

令和４年度長野県地域発元気づくり支援金事業「藤本蚕業資源活用事業」
蚕種の里上塩尻をまちあるき、古建築と景観の保全活用についても意見交換

日本一の蚕種製造の中心地だった上塩尻の街並みや建物を探訪します。当日は建築史学のモリス先生を交え、古建築・景観の保全活用について地元の皆様とも意見交換します。

【日時】2022年11月26日(土)
　・まちあるき	13:00～15:00 雨天決行
　・意見交換会	15:15～17:15（塩尻地区公民館）
【場所】藤本蚕業歴史館に集合（長野県上田市上塩尻 248）駐車場あり
【主催】藤本蚕業プロジェクト
【協力】西部地域まちづくりの会 自然・生活環境部会、上塩尻自治会、上塩尻今昔の会
【定員】・まちあるき ３</a></td><td class="date">2022-11-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10838">80</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/500/010838.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「大手門公園」上田城と海野町商店街の中間地点的な所にある公園です。公園というよりは休憩場所見たいな場所です。この時期は紅葉も見れますし、夏場は緑が生い茂って季節を感じられます。
涼しくきれいな場所で落ち着くことができます。歩き疲れた時に一息つくのにもってこいです。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="大手門公園" title="大手門公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10838">大手門公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10838">上田城と海野町商店街の中間地点的な所にある公園です。公園というよりは休憩場所見たいな場所です。この時期は紅葉も見れますし、夏場は緑が生い茂って季節を感じられます。
涼しくきれいな場所で落ち着くことができます。歩き疲れた時に一息つくのにもってこいです。</a></td><td class="date">2022-11-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10820">81</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/485/010820.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺」立派な門があった
長い階段があった
緑に覆われていてきれいだった"><img src="https://d-commons.info/upload/4/485/thumbnails/010820.jpg" alt="安楽寺" title="安楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10820">安楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10820">立派な門があった
長い階段があった
緑に覆われていてきれいだった</a></td><td class="date">2022-11-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10816">82</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/485/010816.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常楽寺」立派な門のある寺だった
歴史をとても感じた
緑が多くて良かった"><img src="https://d-commons.info/upload/4/485/thumbnails/010816.jpg" alt="常楽寺" title="常楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10816">常楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10816">立派な門のある寺だった
歴史をとても感じた
緑が多くて良かった</a></td><td class="date">2022-11-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10801">83</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/489/010801.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「正福寺」「戌の満水」の流死者を上田藩主の命令で段丘上の秋和の正福寺の門前に引き上げ、埋葬して、後に碑を建てた。それが千人塚と呼ばれている。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/489/thumbnails/010801.jpg" alt="正福寺" title="正福寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10801">正福寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10801">「戌の満水」の流死者を上田藩主の命令で段丘上の秋和の正福寺の門前に引き上げ、埋葬して、後に碑を建てた。それが千人塚と呼ばれている。</a></td><td class="date">2022-11-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10763">84</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/557/010763.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「石垣」東虎口櫓門の石垣には真田石が用いられています。石垣ひとつとっても意味があるということを初めて知り、驚きました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="石垣" title="石垣" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10763">石垣</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10763">東虎口櫓門の石垣には真田石が用いられています。石垣ひとつとっても意味があるということを初めて知り、驚きました。</a></td><td class="date">2022-11-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10762">85</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/557/010762.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「東虎口櫓門」東虎口櫓門から入りました。下から見上げるととても迫力がありました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="東虎口櫓門" title="東虎口櫓門" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10762">東虎口櫓門</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10762">東虎口櫓門から入りました。下から見上げるととても迫力がありました。</a></td><td class="date">2022-11-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10754">86</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/517/010754.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「本陽寺」日蓮宗のお寺で上田市の文化財です。
本陽寺は小諸城主であった仙石秀久が文禄５年（1596）に亡くなった夫人のため建てたお寺です。仁王門は元禄５年（1692）の建立です。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="本陽寺" title="本陽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10754">本陽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10754">日蓮宗のお寺で上田市の文化財です。
本陽寺は小諸城主であった仙石秀久が文禄５年（1596）に亡くなった夫人のため建てたお寺です。仁王門は元禄５年（1692）の建立です。</a></td><td class="date">2022-11-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10753">87</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/517/010753.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「宗吽寺」上田駅から徒歩１０分にあるお寺
真言宗智山派
宗吽寺は、真田氏の祖とされる海野幸義ゆかりの日輪寺の隣に建つ。　道路脇に寺号標石を兼ねた門柱が立ち、切石敷の参道の奥に威厳を感じさせる鐘楼門が見える。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="宗吽寺" title="宗吽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10753">宗吽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10753">上田駅から徒歩１０分にあるお寺
真言宗智山派
宗吽寺は、真田氏の祖とされる海野幸義ゆかりの日輪寺の隣に建つ。　道路脇に寺号標石を兼ねた門柱が立ち、切石敷の参道の奥に威厳を感じさせる鐘楼門が見える。</a></td><td class="date">2022-11-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10715">88</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/566/010715.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の大手門公園」上田市の歴史を知った、上田市の有名な観光スポットに行ってきた

この公園はめっちゃ小さい公園です。でもきれいな流れる音が聞こえて、座って休憩するにはいい場所です。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の大手門公園" title="上田の大手門公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10715">上田の大手門公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10715">上田市の歴史を知った、上田市の有名な観光スポットに行ってきた

この公園はめっちゃ小さい公園です。でもきれいな流れる音が聞こえて、座って休憩するにはいい場所です。</a></td><td class="date">2022-10-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10454">89</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/490/010454.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「焚火　SKATE STORE」北向観音堂から別所温泉駅に下って行く途中に見つけた、スケートボードの専門店。内装はかなり新しく、今月の1日にオープンしたとのこと。若者に人気のあるスケートボードのお店が、別所温泉にあるとは思いもよらず、吸い込まれるように立ち寄った。別所地域で温泉や寺院だけでなくこうした新しい魅力にも気づけて貴重な時間になった。スケートボードに興味のある人はもちろん、興味がない人も行ってみると新しい発見ができるかもしれない。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/490/thumbnails/010454.jpg" alt="焚火　SKATE STORE" title="焚火　SKATE STORE" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10454">焚火　SKATE STORE</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10454">北向観音堂から別所温泉駅に下って行く途中に見つけた、スケートボードの専門店。内装はかなり新しく、今月の1日にオープンしたとのこと。若者に人気のあるスケートボードのお店が、別所温泉にあるとは思いもよらず、吸い込まれるように立ち寄った。別所地域で温泉や寺院だけでなくこうした新しい魅力にも気づけて貴重な時間になった。スケートボードに興味のある人はもちろん、興味がない人も行ってみると新しい発見ができるかもしれない。</a></td><td class="date">2022-10-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10450">90</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/490/010450.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺」別所温泉駅から徒歩10分程度のところにある安楽寺に訪れた。
鎌倉時代中期には鎌倉北条氏の外護により禅寺として栄えた曹洞宗のお寺。門までの杉並木に圧倒されたと同時に、二つの池もまた風情を感じた。常楽寺に続き、別所三楽寺の一つである安楽寺にもぜひ訪れてほしい。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/490/thumbnails/010450.jpg" alt="安楽寺" title="安楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10450">安楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10450">別所温泉駅から徒歩10分程度のところにある安楽寺に訪れた。
鎌倉時代中期には鎌倉北条氏の外護により禅寺として栄えた曹洞宗のお寺。門までの杉並木に圧倒されたと同時に、二つの池もまた風情を感じた。常楽寺に続き、別所三楽寺の一つである安楽寺にもぜひ訪れてほしい。</a></td><td class="date">2022-10-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10447">91</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/490/010447.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常楽寺」別所温泉駅から、徒歩5分程度のところにある上田市の指定文化財である常楽寺に行ってきた。茅葺き屋根が特徴的で、常楽寺に向かうまでの石階段がかなり、足腰にきた。門構えも立派で引き込まれた。別所三楽寺の一つとして多くの信仰をあつめている常楽寺にぜひ一度訪れてみてほしい。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/490/thumbnails/010447.jpg" alt="常楽寺" title="常楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10447">常楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10447">別所温泉駅から、徒歩5分程度のところにある上田市の指定文化財である常楽寺に行ってきた。茅葺き屋根が特徴的で、常楽寺に向かうまでの石階段がかなり、足腰にきた。門構えも立派で引き込まれた。別所三楽寺の一つとして多くの信仰をあつめている常楽寺にぜひ一度訪れてみてほしい。</a></td><td class="date">2022-10-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10442">92</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/552/010442.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「当時の道具はどんな感じ？」　長野県立歴史館で蚕糸業に使われてきた道具を見ることができました。※撮影OKと表示されていました。
　道具や機械を実際に見てみると、復元模型の大きさや動きに驚きました。上田蚕糸専門学校のノートや座繰り器も見ることができました。
　当時の状況を体験することは不可能ですが、この蚕糸の学習をしたことでより細かく学ぶことができ少しだけ雰囲気を感じられた気がします。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="当時の道具はどんな感じ？" title="当時の道具はどんな感じ？" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10442">当時の道具はどんな感じ？</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10442">　長野県立歴史館で蚕糸業に使われてきた道具を見ることができました。※撮影OKと表示されていました。
　道具や機械を実際に見てみると、復元模型の大きさや動きに驚きました。上田蚕糸専門学校のノートや座繰り器も見ることができました。
　当時の状況を体験することは不可能ですが、この蚕糸の学習をしたことでより細かく学ぶことができ少しだけ雰囲気を感じられた気がします。</a></td><td class="date">2022-10-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10428">93</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/564/010428.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧横田家住宅　歴史」横田家が現在地に移った時期は18世紀末。松代の中級武家住宅の典型的な間取り、構成を残しており1896年に国の重要文化財に指定されている。長屋門・一部2回誰の主屋・隠居屋・土蔵・庭園・庭に流れる泉水等を見ることが出来、江戸時代当時の暮らしが身近に感じることが出来る。

営業時間：4月から10月　9時～17時（入場16時30分まで）
　　　　　11月から3月　9時～16時30分（入場16時まで）
定休日　：12月29日～1月3日
入場料　：大人400円（300円）、小中学生100円（50円）
※象山記念館、旧横田家住宅2施設共通 / 大人600円（500円) （）内団体20人以上の料金
＊（ ）内は団体２０人以上の料金
　　　毎週土曜日と５月５日は小中学生無料
　　　９月第３月曜日と１１月３日はすべて無料"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="旧横田家住宅　歴史" title="旧横田家住宅　歴史" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10428">旧横田家住宅　歴史</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10428">横田家が現在地に移った時期は18世紀末。松代の中級武家住宅の典型的な間取り、構成を残しており1896年に国の重要文化財に指定されている。長屋門・一部2回誰の主屋・隠居屋・土蔵・庭園・庭に流れる泉水等を見ることが出来、江戸時代当時の暮らしが身近に感じることが出来る。

営業時間：4月から10月　9時～17時（入場16時30分まで）
　　　　　11月から3月　9時～16時30分（入場16時まで）
定休日　：12月29日～1月3日
入場料　：大人400円（300円）、小中学生100円（50円）
※象山記念館、旧横田家住宅2施設共通 / 大人600円（500円) （）内団体20人以上の料金
＊（ ）内は団体２０人以上の料金
　　　毎週土曜日と５月５日は小中学生無料
　　　９月第３月曜日と１１月３日はすべて無料</a></td><td class="date">2022-10-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10419">94</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/483/010419.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「大手門公園」海野町商店街と上田城の中間地点にある小さな公園。
商店街などで買ったものを食べる際はココがオススメ！
木々に囲まれ水の音が聞こえるここで癒されましょう。
秋には紅葉も見ものです。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/483/thumbnails/010419.jpg" alt="大手門公園" title="大手門公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10419">大手門公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10419">海野町商店街と上田城の中間地点にある小さな公園。
商店街などで買ったものを食べる際はココがオススメ！
木々に囲まれ水の音が聞こえるここで癒されましょう。
秋には紅葉も見ものです。</a></td><td class="date">2022-10-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10409">95</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/499/010409.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田城豆知識」上田城や藩主屋形（上田高校）の土塁、堀、城下の寺社の配置等には鬼門除けが見られます。真田氏の頃から設けられていたものとされているようです。鬼門とは北東の方位で、鬼が出入りする方角として忌み嫌われ上田城では、東北の角を落としていることが分かります。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田城豆知識" title="上田城豆知識" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10409">上田城豆知識</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10409">上田城や藩主屋形（上田高校）の土塁、堀、城下の寺社の配置等には鬼門除けが見られます。真田氏の頃から設けられていたものとされているようです。鬼門とは北東の方位で、鬼が出入りする方角として忌み嫌われ上田城では、東北の角を落としていることが分かります。</a></td><td class="date">2022-10-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10405">96</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/542/010405_0023_002.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田城」上田城の本丸跡は、二重の堀に囲まれているように見えた。調べてみると、一つ目は、本丸土塁の隅おとしだということがわかった。これは土塁の北東を、切り込み「鬼門よけ」としたもので、上田城の大きな特徴の1つであるとわかった。二つ目は、尼ヶ淵と呼ばれるものであり、当時城の粛には千曲川が流れ、穏やかで深みのある流れが、天然の堀となっていたと分かった。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田城" title="上田城" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10405">上田城</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10405">上田城の本丸跡は、二重の堀に囲まれているように見えた。調べてみると、一つ目は、本丸土塁の隅おとしだということがわかった。これは土塁の北東を、切り込み「鬼門よけ」としたもので、上田城の大きな特徴の1つであるとわかった。二つ目は、尼ヶ淵と呼ばれるものであり、当時城の粛には千曲川が流れ、穏やかで深みのある流れが、天然の堀となっていたと分かった。</a></td><td class="date">2022-10-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10404">97</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/542/010404.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「サマーウォーズ」上田城 南櫓・北櫓・東虎口櫓門は、2009年に公開されたアニメーション映画「サマーウォーズ」ではヒロインの実家、陣内家お屋敷の門として登場することで話題となりました。上田市観光会館にあるサマーウォーズノートは、サマーウォーズファンの皆さんの熱いメッセージが溢れていました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="サマーウォーズ" title="サマーウォーズ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10404">サマーウォーズ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10404">上田城 南櫓・北櫓・東虎口櫓門は、2009年に公開されたアニメーション映画「サマーウォーズ」ではヒロインの実家、陣内家お屋敷の門として登場することで話題となりました。上田市観光会館にあるサマーウォーズノートは、サマーウォーズファンの皆さんの熱いメッセージが溢れていました。</a></td><td class="date">2022-10-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10396">98</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/588/010396.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田城南櫓・北櫓・櫓門　」昭和34年11月9日、上田城南櫓・北櫓・櫓門は、県宝 建造物に指定された。年代的に、江戸時代初期である。北櫓と南櫓は民間に払い下げられ、遊郭として利用されていた。
しかし、その後東京の目黒雅叙園に売却されたが、市民に買い戻されて、現在の場所に移築された。
北櫓と同じ二重二階の櫓となっているのが特徴です。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田城南櫓・北櫓・櫓門　" title="上田城南櫓・北櫓・櫓門　" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10396">上田城南櫓・北櫓・櫓門　</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10396">昭和34年11月9日、上田城南櫓・北櫓・櫓門は、県宝 建造物に指定された。年代的に、江戸時代初期である。北櫓と南櫓は民間に払い下げられ、遊郭として利用されていた。
しかし、その後東京の目黒雅叙園に売却されたが、市民に買い戻されて、現在の場所に移築された。
北櫓と同じ二重二階の櫓となっているのが特徴です。</a></td><td class="date">2022-10-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10359">99</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/563/010359.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「甘利探検隊～上田城編～」10月20日に上田城にてフィールドワークを実施しました。上田城の門にて大きさに圧巻しました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="甘利探検隊～上田城編～" title="甘利探検隊～上田城編～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10359">甘利探検隊～上田城編～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10359">10月20日に上田城にてフィールドワークを実施しました。上田城の門にて大きさに圧巻しました。</a></td><td class="date">2022-10-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10357">100</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/527/010357.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田城　二の丸跡の歴史物③ 真田石」　大手の石垣に巨石を用いる例は多く、城主はその権威を示すために、大きさを競ったという。真田石は、真田信之が松代に移封を命じられた際に、父の形見として持っていこうとしたが、微動だにしなかったという伝承がある。現在ある石垣は仙石忠政が造ったものであるが、真田石に寄せる人々の敬愛の情がうかがえる伝承である。
<引用文>https://kojodan.jp/castle/60/memo/1938.html

10月21日15時頃にフィールドワークしました。東虎口櫓門を抜けるとすぐ横に大きな石垣があり、説明看板のようなものが石垣の前に設置されていました。そして気になり調べてみると、なんと、石の大きさで権威を示すということを知りました。実際に見てみると本当に大きくて、真田の権威の大きさを実感することができました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田城　二の丸跡の歴史物③ 真田石" title="上田城　二の丸跡の歴史物③ 真田石" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10357">上田城　二の丸跡の歴史物③ 真田石</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10357">　大手の石垣に巨石を用いる例は多く、城主はその権威を示すために、大きさを競ったという。真田石は、真田信之が松代に移封を命じられた際に、父の形見として持っていこうとしたが、微動だにしなかったという伝承がある。現在ある石垣は仙石忠政が造ったものであるが、真田石に寄せる人々の敬愛の情がうかがえる伝承である。
<引用文>https://kojodan.jp/castle/60/memo/1938.html

10月21日15時頃にフィールドワークしました。東虎口櫓門を抜けるとすぐ横に大きな石垣があり、説明看板のようなものが石垣の前に設置されていました。そして気になり調べてみると、なんと、石の大きさで権威を示すということを知りました。実際に見てみると本当に大きくて、真田の権威の大きさを実感することができました。</a></td><td class="date">2022-10-27</td></tr></table><div class="pagenavi">  <a class="arrow" title="Page 1" href="?c=&t=&s=門&all=&n=&r=&v=1">≪</a>  <span class="current">1</span>  <a class="page" title="Page 2" href="?c=&t=&s=門&all=&n=&r=&v=2">2</a>  <a class="page" title="Page 3" href="?c=&t=&s=門&all=&n=&r=&v=3">3</a>  <a class="page" title="Page 4" href="?c=&t=&s=門&all=&n=&r=&v=4">4</a>  <a class="arrow" title="Page 4" href="?c=&t=&s=門&all=&n=&r=&v=4">≫</a></div></div>
			
			<section id="catsec1">
				<img src="https://d-commons.info/template/4/images/cat/catp1.png" alt="地図で見る">
				<div id="area_map"></div>
			</section>

<div id="footer_menu"><a href="https://d-commons.info/uedagaku/docs/2020-1123da.pdf">トップページへ戻る</a></div>

				<br>
				<div class="catsec2right">
					<img src="https://d-commons.info/template/4/images/cat/catp3.png" alt="キーワード">
					<ul><li><a href="?c=&s=歴史">歴史(67)</a></li><li><a href="?c=&s=人物">人物(28)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市">上田市(21)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市史">上田市史(21)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造">蚕種製造(18)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻">上塩尻(17)</a></li><li><a href="?c=&s=上田城">上田城(15)</a></li><li><a href="?c=&s=上田">上田(13)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸業">蚕糸業(12)</a></li><li><a href="?c=&s=長野大学">長野大学(9)</a></li><li><a href="?c=&s=寺">寺(8)</a></li><li><a href="?c=&s=長野">長野(8)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本善右衛門">藤本善右衛門(8)</a></li><li><a href="?c=&s=門">門(7)</a></li><li><a href="?c=&s=観光">観光(6)</a></li><li><a href="?c=&s=別所温泉">別所温泉(6)</a></li><li><a href="?c=&s=神社">神社(6)</a></li><li><a href="?c=&s=景観">景観(6)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造民家群">蚕種製造民家群(5)</a></li><li><a href="?c=&s=柳町">柳町(5)</a></li><li><a href="?c=&s=北国街道">北国街道(5)</a></li><li><a href="?c=&s=食">食(5)</a></li><li><a href="?c=&s=日本博覧図">日本博覧図(5)</a></li><li><a href="?c=&s=銅版画">銅版画(5)</a></li><li><a href="?c=&s=善光寺">善光寺(5)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸市">小諸市(5)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕都上田">蚕都上田(4)</a></li><li><a href="?c=&s=まちあるき">まちあるき(4)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術">農民美術(4)</a></li><li><a href="?c=&s=安楽寺">安楽寺(4)</a></li><li><a href="?c=&s=静岡県">静岡県(4)</a></li><li><a href="?c=&s=お土産">お土産(4)</a></li><li><a href="?c=&s=公園">公園(4)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃国分寺">信濃国分寺(4)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻地区">塩尻地区(4)</a></li><li><a href="?c=&s=上田蚕糸専門学校">上田蚕糸専門学校(4)</a></li><li><a href="?c=&s=上田城跡公園">上田城跡公園(4)</a></li><li><a href="?c=&s=長野大学周辺">長野大学周辺(4)</a></li><li><a href="?c=&s=芸術">芸術(4)</a></li><li><a href="?c=&s=浮世絵">浮世絵(4)</a></li><li><a href="?c=&s=城下町">城下町(3)</a></li><li><a href="?c=&s=テイクアウト">テイクアウト(3)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史的建造物">歴史的建造物(3)</a></li><li><a href="?c=&s=生島足島神社">生島足島神社(3)</a></li><li><a href="?c=&s=食べ物">食べ物(3)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県">長野県(3)</a></li><li><a href="?c=&s=自然">自然(3)</a></li><li><a href="?c=&s=こっぱ人形">こっぱ人形(3)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造民家">蚕種製造民家(3)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕室民家">蚕室民家(3)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕">養蚕(3)</a></li><li><a href="?c=&s=文化財">文化財(3)</a></li><li><a href="?c=&s=真田神社">真田神社(3)</a></li><li><a href="?c=&s=絵馬">絵馬(3)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田平">塩田平(3)</a></li><li><a href="?c=&s=田舎">田舎(3)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市">長野市(3)</a></li><li><a href="?c=&s=近代">近代(3)</a></li><li><a href="?c=&s=ラーメン">ラーメン(3)</a></li><li><a href="?c=&s=街歩き">街歩き(3)</a></li><li><a href="?c=&s=前山寺">前山寺(3)</a></li><li><a href="?c=&s=明るい">明るい(3)</a></li><li><a href="?c=&s=#信州上田学">#信州上田学(3)</a></li><li><a href="?c=&s=#上田城">#上田城(3)</a></li><li><a href="?c=&s=東虎口櫓門">東虎口櫓門(3)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県立歴史館">長野県立歴史館(3)</a></li><li><a href="?c=&s=半過洞門">半過洞門(2)</a></li><li><a href="?c=&s=古建築">古建築(2)</a></li><li><a href="?c=&s=真田">真田(2)</a></li><li><a href="?c=&s=桜">桜(2)</a></li><li><a href="?c=&s=駅近">駅近(2)</a></li><li><a href="?c=&s=尾澤木彫美術館">尾澤木彫美術館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=美術館">美術館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=尾澤千春">尾澤千春(2)</a></li><li><a href="?c=&s=山本鼎">山本鼎(2)</a></li><li><a href="?c=&s=ヒストリー">ヒストリー(2)</a></li><li><a href="?c=&s=迫力">迫力(2)</a></li><li><a href="?c=&s=日本酒">日本酒(2)</a></li><li><a href="?c=&s=酒">酒(2)</a></li><li><a href="?c=&s=酒蔵">酒蔵(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地酒">地酒(2)</a></li><li><a href="?c=&s=飲み物">飲み物(2)</a></li><li><a href="?c=&s=沓掛酒造">沓掛酒造(2)</a></li><li><a href="?c=&s=史跡">史跡(2)</a></li><li><a href="?c=&s=岡谷市">岡谷市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=諏訪湖">諏訪湖(2)</a></li><li><a href="?c=&s=釜口水門">釜口水門(2)</a></li><li><a href="?c=&s=魚道">魚道(2)</a></li><li><a href="?c=&s=橋">橋(2)</a></li><li><a href="?c=&s=天竜川">天竜川(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田高校">上田高校(2)</a></li><li><a href="?c=&s=名取製餡所">名取製餡所(2)</a></li><li><a href="?c=&s=和菓子">和菓子(2)</a></li><li><a href="?c=&s=くるみおはぎ">くるみおはぎ(2)</a></li><li><a href="?c=&s=十割そば羊羹">十割そば羊羹(2)</a></li><li><a href="?c=&s=桑の実羊羹">桑の実羊羹(2)</a></li><li><a href="?c=&s=商店街">商店街(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田駅">上田駅(2)</a></li><li><a href="?c=&s=文書">文書(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕室">蚕室(2)</a></li><li><a href="?c=&s=建築">建築(2)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本の蚕室">藤本の蚕室(2)</a></li><li><a href="?c=&s=墓">墓(2)</a></li><li><a href="?c=&s=願行寺">願行寺(2)</a></li><li><a href="?c=&s=古民家">古民家(2)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本蚕業歴史館">藤本蚕業歴史館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=信州大学繊維学部">信州大学繊維学部(2)</a></li><li><a href="?c=&s=コマ撮り">コマ撮り(2)</a></li><li><a href="?c=&s=ようこそ上田">ようこそ上田(2)</a></li><li><a href="?c=&s=城門">城門(2)</a></li><li><a href="?c=&s=エモ">エモ(2)</a></li><li><a href="?c=&s=鎌倉時代">鎌倉時代(2)</a></li><li><a href="?c=&s=つけ麺">つけ麺(2)</a></li><li><a href="?c=&s=八角三重塔">八角三重塔(2)</a></li><li><a href="?c=&s=昭和">昭和(2)</a></li><li><a href="?c=&s=菊川市">菊川市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=緑">緑(2)</a></li><li><a href="?c=&s=木">木(2)</a></li><li><a href="?c=&s=　地域探検">　地域探検(2)</a></li><li><a href="?c=&s=曹洞宗">曹洞宗(2)</a></li><li><a href="?c=&s=真田家">真田家(2)</a></li><li><a href="?c=&s=月窓寺">月窓寺(2)</a></li><li><a href="?c=&s=お寺">お寺(2)</a></li><li><a href="?c=&s=＃上田市">＃上田市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田蚕種">上田蚕種(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕">蚕(2)</a></li><li><a href="?c=&s=常田">常田(2)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸">小諸(2)</a></li><li><a href="?c=&s=大手門">大手門(2)</a></li><li><a href="?c=&s=重要文化財">重要文化財(2)</a></li><li><a href="?c=&s=＃松本市">＃松本市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=寺院">寺院(2)</a></li><li><a href="?c=&s=田毎月丸">田毎月丸(2)</a></li><li><a href="?c=&s=田毎">田毎(2)</a></li><li><a href="?c=&s=前川道博">前川道博(2)</a></li><li><a href="?c=&s=杉並木">杉並木(2)</a></li><li><a href="?c=&s=武家屋敷">武家屋敷(2)</a></li><li><a href="?c=&s=家臣">家臣(2)</a></li><li><a href="?c=&s=松平氏">松平氏(2)</a></li><li><a href="?c=&s=紅葉">紅葉(2)</a></li><li><a href="?c=&s=三重塔">三重塔(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種">蚕種(2)</a></li><li><a href="?c=&s=郷土料理">郷土料理(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸">蚕糸(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田映劇">上田映劇(2)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木志津衛">鈴木志津衛(2)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルコモンズ">デジタルコモンズ(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=d-commonsプロジェクト">d-commonsプロジェクト(2)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市グルメ">長野市グルメ(2)</a></li><li><a href="?c=&s=長野大学正門">長野大学正門(2)</a></li><li><a href="?c=&s=昼">昼(2)</a></li><li><a href="?c=&s=夜間">夜間(2)</a></li><li><a href="?c=&s=長野大学正門前">長野大学正門前(2)</a></li><li><a href="?c=&s=三楽寺">三楽寺(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻まちあるき2022">上塩尻まちあるき2022(2)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史的景観">歴史的景観(2)</a></li><li><a href="?c=&s=#上田市">#上田市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地域">地域(2)</a></li><li><a href="?c=&s=一般公衆浴場">一般公衆浴場(2)</a></li><li><a href="?c=&s=銭湯">銭湯(2)</a></li><li><a href="?c=&s=マンホール">マンホール(2)</a></li><li><a href="?c=&s=北向観音">北向観音(2)</a></li><li><a href="?c=&s=千曲公園">千曲公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岩鼻">岩鼻(1)</a></li><li><a href="?c=&s=半過トンネル">半過トンネル(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=歴史スポット">歴史スポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=サマーウォーズ">サマーウォーズ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=二の丸跡">二の丸跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=二の丸">二の丸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=中食">中食(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伊那市">伊那市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=おいしい">おいしい(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お持ち帰り">お持ち帰り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=名物">名物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ごはん">ごはん(1)</a></li><li><a href="?c=&s=昼食">昼食(1)</a></li><li><a href="?c=&s=南信">南信(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近現代">近現代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木彫り">木彫り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=彫刻">彫刻(1)</a></li><li><a href="?c=&s=民家">民家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=洋館">洋館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=第一人者">第一人者(1)</a></li><li><a href="?c=&s=黒">黒(1)</a></li><li><a href="?c=&s=寺門">寺門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旅行">旅行(1)</a></li><li><a href="?c=&s=温泉の帰りに">温泉の帰りに(1)</a></li><li><a href="?c=&s=インパクト">インパクト(1)</a></li><li><a href="?c=&s=参拝">参拝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=崇福山">崇福山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=東御市">東御市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=道の駅">道の駅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=雷電くるみの里">雷電くるみの里(1)</a></li><li><a href="?c=&s=雷電">雷電(1)</a></li><li><a href="?c=&s=くるみ">くるみ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=浅間サンライン">浅間サンライン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=食堂">食堂(1)</a></li><li><a href="?c=&s=軽食">軽食(1)</a></li><li><a href="?c=&s=直売所">直売所(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農産物">農産物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=田安門">田安門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=徳川家達">徳川家達(1)</a></li><li><a href="?c=&s=静岡市">静岡市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=静岡市立高校">静岡市立高校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=江戸時代">江戸時代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=葵区">葵区(1)</a></li><li><a href="?c=&s=みすゞ飴本舗">みすゞ飴本舗(1)</a></li><li><a href="?c=&s=みすゞ飴">みすゞ飴(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国産果実">国産果実(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お菓子専門店">お菓子専門店(1)</a></li><li><a href="?c=&s=四季のジャム">四季のジャム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=和洋生菓子">和洋生菓子(1)</a></li><li><a href="?c=&s=安心安全">安心安全(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石目造りの壁">石目造りの壁(1)</a></li><li><a href="?c=&s=飯島商店">飯島商店(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長福寺">長福寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石">石(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真言宗">真言宗(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地蔵">地蔵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=静か">静か(1)</a></li><li><a href="?c=&s=初詣">初詣(1)</a></li><li><a href="?c=&s=亀齢">亀齢(1)</a></li><li><a href="?c=&s=福無量">福無量(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伝統">伝統(1)</a></li><li><a href="?c=&s=古墳">古墳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=前方後円墳">前方後円墳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=栃木県">栃木県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小山市">小山市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=田">田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=土師器">土師器(1)</a></li><li><a href="?c=&s=円筒埴輪">円筒埴輪(1)</a></li><li><a href="?c=&s=寒川古墳群蹟">寒川古墳群蹟(1)</a></li><li><a href="?c=&s=魚">魚(1)</a></li><li><a href="?c=&s=河川">河川(1)</a></li><li><a href="?c=&s=水門">水門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=川の源">川の源(1)</a></li><li><a href="?c=&s=湖畔">湖畔(1)</a></li><li><a href="?c=&s=防災">防災(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ショッピング">ショッピング(1)</a></li><li><a href="?c=&s= 上田"> 上田(1)</a></li><li><a href="?c=&s= 映画"> 映画(1)</a></li><li><a href="?c=&s= ファッション"> ファッション(1)</a></li><li><a href="?c=&s= 商業施設"> 商業施設(1)</a></li><li><a href="?c=&s= イトーヨーカドー"> イトーヨーカドー(1)</a></li><li><a href="?c=&s= バイト"> バイト(1)</a></li><li><a href="?c=&s= 暇つぶし"> 暇つぶし(1)</a></li><li><a href="?c=&s= フード"> フード(1)</a></li><li><a href="?c=&s=古城の門">古城の門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=柳町屋">柳町屋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田REDアップル">真田REDアップル(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長門牧場のソフトクリーム">長門牧場のソフトクリーム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=玉井フルーツ">玉井フルーツ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お手合わせ最中">お手合わせ最中(1)</a></li><li><a href="?c=&s=水源">水源(1)</a></li><li><a href="?c=&s=みず">みず(1)</a></li><li><a href="?c=&s=恵">恵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田地域">上田地域(1)</a></li><li><a href="?c=&s=海野町商店街">海野町商店街(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田城址公園櫓門">上田城址公園櫓門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=公園北観光駐車場からの入り口">公園北観光駐車場からの入り口(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田神社境内">真田神社境内(1)</a></li><li><a href="?c=&s=花木園入口">花木園入口(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ベンチ">ベンチ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=広場のベンチ">広場のベンチ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文化">文化(1)</a></li><li><a href="?c=&s=おやき">おやき(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お盆">お盆(1)</a></li><li><a href="?c=&s=Cafe">Cafe(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=画像">画像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=店">店(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鯉西つけば小屋">鯉西つけば小屋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃国分寺仁王門">信濃国分寺仁王門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術運動">農民美術運動(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農村">農村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尾澤敏春">尾澤敏春(1)</a></li><li><a href="?c=&s=神川">神川(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=相馬通孝">相馬通孝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=滝澤助右衛門">滝澤助右衛門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=宮本右次">宮本右次(1)</a></li><li><a href="?c=&s=武右衛門夫婦">武右衛門夫婦(1)</a></li><li><a href="?c=&s=総右衛門の二子">総右衛門の二子(1)</a></li><li><a href="?c=&s=舟木貞政">舟木貞政(1)</a></li><li><a href="?c=&s=そよ女">そよ女(1)</a></li><li><a href="?c=&s=埋薪">埋薪(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松平忠固">松平忠固(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松平忠優">松平忠優(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田藩主">上田藩主(1)</a></li><li><a href="?c=&s=老中">老中(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松平家">松平家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菩提寺">菩提寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日米修好通商条約">日米修好通商条約(1)</a></li><li><a href="?c=&s=貿易">貿易(1)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本善右衛門縄葛">藤本善右衛門縄葛(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造家">蚕種製造家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桑の葉">桑の葉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=続錦雑誌">続錦雑誌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国立歴史民俗博物館">国立歴史民俗博物館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=博物展示">博物展示(1)</a></li><li><a href="?c=&s=全国町並みゼミ">全国町並みゼミ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸教育">蚕糸教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大学">大学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=景観の変容">景観の変容(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長屋門">長屋門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=藤三郎">藤三郎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=重次郎">重次郎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=仙之助">仙之助(1)</a></li><li><a href="?c=&s=八木剛助">八木剛助(1)</a></li><li><a href="?c=&s=勘五郎">勘五郎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=黒澤鷹次郎">黒澤鷹次郎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=栄次郎">栄次郎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長吉">長吉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=正木直太郎">正木直太郎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田城東虎口櫓門">上田城東虎口櫓門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=タピオカ">タピオカ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文殊堂">文殊堂(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鹿教湯温泉">鹿教湯温泉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鹿教湯">鹿教湯(1)</a></li><li><a href="?c=&s=スケッチ">スケッチ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=写生">写生(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田丸">真田丸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=祈願">祈願(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学業成就">学業成就(1)</a></li><li><a href="?c=&s=健康祈願">健康祈願(1)</a></li><li><a href="?c=&s=恋愛成就">恋愛成就(1)</a></li><li><a href="?c=&s=赤">赤(1)</a></li><li><a href="?c=&s=恋愛">恋愛(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お願い">お願い(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お正月">お正月(1)</a></li><li><a href="?c=&s=外国人">外国人(1)</a></li><li><a href="?c=&s=城門は突破するもの">城門は突破するもの(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ほら貝">ほら貝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=三回で激熱">三回で激熱(1)</a></li><li><a href="?c=&s=土台の石">土台の石(1)</a></li><li><a href="?c=&s=多いねん">多いねん(1)</a></li><li><a href="?c=&s=合格祈願が多め">合格祈願が多め(1)</a></li><li><a href="?c=&s=夢">夢(1)</a></li><li><a href="?c=&s=愛">愛(1)</a></li><li><a href="?c=&s=希望">希望(1)</a></li><li><a href="?c=&s=わらじ門">わらじ門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州の学海">信州の学海(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州の鎌倉">信州の鎌倉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=無関普門">無関普門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田中学校">塩田中学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=宗教">宗教(1)</a></li><li><a href="?c=&s=邸宅">邸宅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=佐藤尾之七">佐藤尾之七(1)</a></li><li><a href="?c=&s=酒類醸造">酒類醸造(1)</a></li><li><a href="?c=&s=沓掛権右衛門">沓掛権右衛門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃蚕種組合">信濃蚕種組合(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小県郡蚕種同業組合">小県郡蚕種同業組合(1)</a></li><li><a href="?c=&s=工藤善助">工藤善助(1)</a></li><li><a href="?c=&s=田中忠七">田中忠七(1)</a></li><li><a href="?c=&s=倉島弥平">倉島弥平(1)</a></li><li><a href="?c=&s=佐藤郡三">佐藤郡三(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ますや旅館">ますや旅館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=宮原右庄衛門">宮原右庄衛門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=田沢温泉">田沢温泉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=青木村">青木村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=温泉">温泉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=黒門">黒門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=豆腐">豆腐(1)</a></li><li><a href="?c=&s=櫓門">櫓門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田藩主屋敷門">上田藩主屋敷門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ネオン">ネオン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=雷門">雷門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ホール">ホール(1)</a></li><li><a href="?c=&s=モダン">モダン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駅北">駅北(1)</a></li><li><a href="?c=&s=今日も上田民">今日も上田民(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野に海はない">長野に海はない(1)</a></li><li><a href="?c=&s=廃道">廃道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=宗吽寺">宗吽寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=     寺">     寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地図">地図(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地籍図">地籍図(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田町">上田町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=字">字(1)</a></li><li><a href="?c=&s=字界">字界(1)</a></li><li><a href="?c=&s=明治時代">明治時代(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=地域学習">地域学習(1)</a></li><li><a href="?c=&s=マルチメディア情報センター">マルチメディア情報センター(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市誌">上田市誌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕かひの学">蚕かひの学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧上田情報ビジネス専門学校">旧上田情報ビジネス専門学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=有料駐車場">有料駐車場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駐車場">駐車場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松尾町商店街">松尾町商店街(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松尾町">松尾町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田坂">真田坂(1)</a></li><li><a href="?c=&s=仁王門">仁王門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃国分寺史跡公園">信濃国分寺史跡公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=廻廊跡">廻廊跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=プロジェクト研究">プロジェクト研究(1)</a></li><li><a href="?c=&s=市民キュレーション">市民キュレーション(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学講座">地域学講座(1)</a></li><li><a href="?c=&s=公文書">公文書(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近代史">近代史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=一次資料">一次資料(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=鉄道">鉄道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=未成線">未成線(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学業祈願">学業祈願(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田の歴史">上田の歴史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=写真スポット">写真スポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大きな兜">大きな兜(1)</a></li><li><a href="?c=&s=井戸">井戸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石碑">石碑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=赤門">赤門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お賽銭">お賽銭(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地元">地元(1)</a></li><li><a href="?c=&s=加茂">加茂(1)</a></li><li><a href="?c=&s=家">家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=池">池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=屋敷">屋敷(1)</a></li><li><a href="?c=&s=代官">代官(1)</a></li><li><a href="?c=&s=米屋敷">米屋敷(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菊川">菊川(1)</a></li><li><a href="?c=&s=資料館">資料館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=仏像">仏像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=仁王像">仁王像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=階段">階段(1)</a></li><li><a href="?c=&s=怖い">怖い(1)</a></li><li><a href="?c=&s=チャーシュー">チャーシュー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大盛り注意">大盛り注意(1)</a></li><li><a href="?c=&s=おすすめのお店">おすすめのお店(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田の魅力">上田の魅力(1)</a></li><li><a href="?c=&s=豚骨魚介">豚骨魚介(1)</a></li><li><a href="?c=&s=割り下うまい。">割り下うまい。(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=一度は行って欲しい">一度は行って欲しい(1)</a></li><li><a href="?c=&s=食べ飽きない美味さ">食べ飽きない美味さ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ジンギスカン">ジンギスカン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=サムギョプサル">サムギョプサル(1)</a></li><li><a href="?c=&s=家族連れ">家族連れ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ヘルシー">ヘルシー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=韓国">韓国(1)</a></li><li><a href="?c=&s=専門店">専門店(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日輪寺">日輪寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=海野小太郎幸義公">海野小太郎幸義公(1)</a></li><li><a href="?c=&s=御立像">御立像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=観音堂">観音堂(1)</a></li><li><a href="?c=&s=勢至堂">勢至堂(1)</a></li><li><a href="?c=&s=永平寺開山高祖道元禅師">永平寺開山高祖道元禅師(1)</a></li><li><a href="?c=&s=総持寺開山太祖瑩山禅師">総持寺開山太祖瑩山禅師(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山照天">山照天(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田昌幸">真田昌幸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=　上田指定文化財">　上田指定文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=新しい">新しい(1)</a></li><li><a href="?c=&s=切妻造">切妻造(1)</a></li><li><a href="?c=&s=本瓦葺">本瓦葺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木造菩薩立像">木造菩薩立像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=胡粉彩色">胡粉彩色(1)</a></li><li><a href="?c=&s=軒唐破風">軒唐破風(1)</a></li><li><a href="?c=&s=曳き屋移転">曳き屋移転(1)</a></li><li><a href="?c=&s=願行寺四脚門">願行寺四脚門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ローメン">ローメン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州">信州(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木ノ下">木ノ下(1)</a></li><li><a href="?c=&s=マトン">マトン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ローメン専門店">ローメン専門店(1)</a></li><li><a href="?c=&s=飯田線">飯田線(1)</a></li><li><a href="?c=&s=老舗">老舗(1)</a></li><li><a href="?c=&s=酢">酢(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木ノ下駅最寄り">木ノ下駅最寄り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上伊那">上伊那(1)</a></li><li><a href="?c=&s=赤松小三郎">赤松小三郎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=龍">龍(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域探検">地域探検(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田隆永公">真田隆永公(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ツルヤ上田中央店">ツルヤ上田中央店(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃龍光院">＃龍光院(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃曹洞宗">＃曹洞宗(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃塩田">＃塩田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃鎌倉時代">＃鎌倉時代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃山菜料理">＃山菜料理(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃北条氏">＃北条氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃塩田北条氏">＃塩田北条氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃執権">＃執権(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃長野県">＃長野県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=産業">産業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種業">蚕種業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国指定登録有形文化財">国指定登録有形文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田グルメ">上田グルメ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=どら焼き">どら焼き(1)</a></li><li><a href="?c=&s=饅頭">饅頭(1)</a></li><li><a href="?c=&s=懐古園">懐古園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=遊園地">遊園地(1)</a></li><li><a href="?c=&s=記念館">記念館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=仙石秀久">仙石秀久(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸城">小諸城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=穴城">穴城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=入口">入口(1)</a></li><li><a href="?c=&s=見附市">見附市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=パン屋">パン屋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=サンドイッチ">サンドイッチ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=手作りパン">手作りパン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=コッペパン">コッペパン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=食パン">食パン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=DAIKOKUサンド">DAIKOKUサンド(1)</a></li><li><a href="?c=&s=新潟グルメ">新潟グルメ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ランチ">ランチ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃松本城">＃松本城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃観光">＃観光(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃烏城">＃烏城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃天守閣">＃天守閣(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃人気">＃人気(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃桜">＃桜(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃夜桜">＃夜桜(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃国宝">＃国宝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃黒門">＃黒門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=音楽">音楽(1)</a></li><li><a href="?c=&s=管楽器">管楽器(1)</a></li><li><a href="?c=&s=吹奏楽">吹奏楽(1)</a></li><li><a href="?c=&s=管弦楽">管弦楽(1)</a></li><li><a href="?c=&s=福島">福島(1)</a></li><li><a href="?c=&s=楽器店">楽器店(1)</a></li><li><a href="?c=&s=コンサート">コンサート(1)</a></li><li><a href="?c=&s=コンクール">コンクール(1)</a></li><li><a href="?c=&s=修理">修理(1)</a></li><li><a href="?c=&s=福島市">福島市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大会">大会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=焼肉">焼肉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生肉">生肉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=レバ刺し">レバ刺し(1)</a></li><li><a href="?c=&s=はらみ">はらみ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ユッケ">ユッケ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高級">高級(1)</a></li><li><a href="?c=&s=特別な日">特別な日(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お酒もおいしい">お酒もおいしい(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駅ちか">駅ちか(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駅前">駅前(1)</a></li><li><a href="?c=&s=毘沙門天">毘沙門天(1)</a></li><li><a href="?c=&s=仏法">仏法(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市文化財">長野市文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市七福神">長野市七福神(1)</a></li><li><a href="?c=&s=曇り">曇り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=趣">趣(1)</a></li><li><a href="?c=&s=三門">三門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=河瀬運甕">河瀬運甕(1)</a></li><li><a href="?c=&s=河瀬氏">河瀬氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=偉人">偉人(1)</a></li><li><a href="?c=&s=勝俣守謙">勝俣守謙(1)</a></li><li><a href="?c=&s=製糸">製糸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸王国信州">蚕糸王国信州(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ポスト蚕糸業">ポスト蚕糸業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸王国信州ものがたり">蚕糸王国信州ものがたり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧常田館製糸場">旧常田館製糸場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻蚕種製造民家群">上塩尻蚕種製造民家群(1)</a></li><li><a href="?c=&s=セイコーエプソン">セイコーエプソン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=片倉工業">片倉工業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近代産業">近代産業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=産業史">産業史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=シナノケンシ">シナノケンシ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岡谷蚕糸博物館">岡谷蚕糸博物館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駒ケ根シルクミュージアム">駒ケ根シルクミュージアム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=サントミューゼ">サントミューゼ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧林家住宅">旧林家住宅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=疎開企業">疎開企業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近代化産業遺産">近代化産業遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田紬">上田紬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州紬">信州紬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伝統的工芸品">伝統的工芸品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小県蚕業学校">小県蚕業学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=繊維工学">繊維工学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=素材開発">素材開発(1)</a></li><li><a href="?c=&s=シルクソープ">シルクソープ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=新しい蚕業">新しい蚕業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=世界遺産">世界遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=富岡製糸場">富岡製糸場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伊藤久右衛門">伊藤久右衛門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=のぶ">のぶ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=成澤雲帯">成澤雲帯(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸山忠右衛門">丸山忠右衛門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=正力直太郎">正力直太郎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=服部元戴">服部元戴(1)</a></li><li><a href="?c=&s=井上直元">井上直元(1)</a></li><li><a href="?c=&s=門倉伝次郎">門倉伝次郎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=人物伝">人物伝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=城">城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松平神社">松平神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=スポット">スポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田幸村">真田幸村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山形県">山形県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鶴岡市">鶴岡市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=庄内地方">庄内地方(1)</a></li><li><a href="?c=&s=羽黒町">羽黒町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=羽黒山">羽黒山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=出羽三山">出羽三山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石段">石段(1)</a></li><li><a href="?c=&s=仙石氏">仙石氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=町">町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=明治維新">明治維新(1)</a></li><li><a href="?c=&s=つけめん">つけめん(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大盛り">大盛り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=豚骨魚介スープ">豚骨魚介スープ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=角切りチャーシュー">角切りチャーシュー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=太麺">太麺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ぶしもり">ぶしもり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=がっつり">がっつり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=濃厚スープ">濃厚スープ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=観光地">観光地(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大正">大正(1)</a></li><li><a href="?c=&s=市街地">市街地(1)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕業">養蚕業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=焼き鳥">焼き鳥(1)</a></li><li><a href="?c=&s=美味だれ">美味だれ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州ラーメン">信州ラーメン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=こってり">こってり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=豚骨スープ">豚骨スープ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=背油">背油(1)</a></li><li><a href="?c=&s=佐久市">佐久市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=佐久鯉">佐久鯉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=専門学校">専門学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生糸">生糸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市映画館">上田市映画館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木幸蔵">鈴木幸蔵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木平吉">鈴木平吉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岡部志津馬">岡部志津馬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岡部九郎兵衛">岡部九郎兵衛(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木江南">鈴木江南(1)</a></li><li><a href="?c=&s=カミオリモノ">カミオリモノ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=紋型切り紙">紋型切り紙(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ソサエティ5.0">ソサエティ5.0(1)</a></li><li><a href="?c=&s=域学連携">域学連携(1)</a></li><li><a href="?c=&s=知識循環型社会">知識循環型社会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=知識消費型社会">知識消費型社会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=下諏訪町デジタルアルバム">下諏訪町デジタルアルバム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=システム開発">システム開発(1)</a></li><li><a href="?c=&s=分散型地域デジタルコモンズクラウドサービス">分散型地域デジタルコモンズクラウドサービス(1)</a></li><li><a href="?c=&s=d-commons.net">d-commons.net(1)</a></li><li><a href="?c=&s=病院">病院(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文化的">文化的(1)</a></li><li><a href="?c=&s=自費出版">自費出版(1)</a></li><li><a href="?c=&s=東郷えりか">東郷えりか(1)</a></li><li><a href="?c=&s=埋もれた歴史">埋もれた歴史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史探求">歴史探求(1)</a></li><li><a href="?c=&s=善光寺表参道">善光寺表参道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=メロンパン">メロンパン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州の果物">信州の果物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=チーズケーキ">チーズケーキ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=夜景">夜景(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市カフェ">長野市カフェ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=カフェ">カフェ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=C.H.PCOFFEE">C.H.PCOFFEE(1)</a></li><li><a href="?c=&s=クリームソーダ">クリームソーダ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=クリープハイプ">クリープハイプ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=暗い">暗い(1)</a></li><li><a href="?c=&s=益子輝之">益子輝之(1)</a></li><li><a href="?c=&s=講演">講演(1)</a></li><li><a href="?c=&s=講座">講座(1)</a></li><li><a href="?c=&s=池波正太郎真田太平記館">池波正太郎真田太平記館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=前川ゼミ">前川ゼミ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本工業">藤本工業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造業">蚕種製造業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=民間で始まる蚕糸業ものがたり">民間で始まる蚕糸業ものがたり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=イベント">イベント(1)</a></li><li><a href="?c=&s=講演会">講演会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=糸のまち">糸のまち(1)</a></li><li><a href="?c=&s=森とコーヒー。焙煎室">森とコーヒー。焙煎室(1)</a></li><li><a href="?c=&s=福岡県">福岡県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鬼門">鬼門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大手町公園">大手町公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=六工社">六工社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=スケボー">スケボー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=焚火">焚火(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石垣">石垣(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田石">真田石(1)</a></li><li><a href="?c=&s=千人塚">千人塚(1)</a></li><li><a href="?c=&s=正福寺">正福寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=散歩">散歩(1)</a></li><li><a href="?c=&s=休憩場所">休憩場所(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種の里">蚕種の里(1)</a></li><li><a href="?c=&s=街並み景観">街並み景観(1)</a></li><li><a href="?c=&s=コミュニティスクール">コミュニティスクール(1)</a></li><li><a href="?c=&s=#月窓寺">#月窓寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市の高校">上田市の高校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市高校">上田市高校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=#常田毘沙門堂">#常田毘沙門堂(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松平忠厚">松平忠厚(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山口慎">山口慎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田氏ゆかりの地">真田氏ゆかりの地(1)</a></li><li><a href="?c=&s=佐久間象山">佐久間象山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=寺子屋">寺子屋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=千本桜まつり">千本桜まつり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田町">真田町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山家神社">山家神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=八満">八満(1)</a></li><li><a href="?c=&s=戸隠">戸隠(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木曽">木曽(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桔梗ヶ原">桔梗ヶ原(1)</a></li><li><a href="?c=&s=中之条">中之条(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長和町">長和町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=牧場">牧場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=動物">動物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=緑が丘">緑が丘(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田バイパス周辺">上田バイパス周辺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=須波三穂神社">須波三穂神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市 善光寺 仲見世通り ご開帳 牛に引かれて善光寺参り">長野市 善光寺 仲見世通り ご開帳 牛に引かれて善光寺参り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鑁阿寺">鑁阿寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=足利氏">足利氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国宝">国宝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大日様">大日様(1)</a></li><li><a href="?c=&s=足利義兼">足利義兼(1)</a></li><li><a href="?c=&s=足利義氏">足利義氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=諸">諸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=居館跡">居館跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松平忠済">松平忠済(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日の出町">日の出町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=宮桜の湯">宮桜の湯(1)</a></li><li><a href="?c=&s=梅">梅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=紺屋町">紺屋町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=八幡神社">八幡神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=有形文化財">有形文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=市指定文化財">市指定文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田氏">真田氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=眞田神社">眞田神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田城　歴史　景色">上田城　歴史　景色(1)</a></li><li><a href="?c=&s=別所">別所(1)</a></li><li><a href="?c=&s=安曽神社">安曽神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃街つくり">＃街つくり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=#幕末">#幕末(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃寺院">＃寺院(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日本遺産">日本遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃歴史">＃歴史(1)</a></li></ul>
				</div>
				<br>
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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: '127067',
					name: '信濃国分寺',
					lat: 36.383010640113696,
					lng: 138.2710075378418,
					contents: '<a href="?c=&p=127067">信濃国分寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127029',
					name: '前山寺三重塔',
					lat: 36.341194092888195,
					lng: 138.19762229919434,
					contents: '<a href="?c=&p=127029">前山寺三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126968',
					name: '常田毘沙門堂',
					lat: 36.39619892457824,
					lng: 138.25653970241547,
					contents: '<a href="?c=&p=126968">常田毘沙門堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126962',
					name: '上田の街つくり２',
					lat: 36.40092267080998,
					lng: 138.2490348815918,
					contents: '<a href="?c=&p=126962">上田の街つくり２</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126854',
					name: '信濃国分寺跡',
					lat: 36.38069060043395,
					lng: 138.26999934638,
					contents: '<a href="?c=&p=126854">信濃国分寺跡</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126852',
					name: '信濃国分寺',
					lat: 36.3829772918971,
					lng: 138.27110124301203,
					contents: '<a href="?c=&p=126852">信濃国分寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126828',
					name: '安曽神社',
					lat: 36.34673348424613,
					lng: 138.21332395076752,
					contents: '<a href="?c=&p=126828">安曽神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126762',
					name: '北向観音の素敵なお店たち',
					lat: 36.349857,
					lng: 138.156418,
					contents: '<a href="?c=&p=126762">北向観音の素敵なお店たち</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126749',
					name: '別所　part３',
					lat: 36.349904846059765,
					lng: 138.15650939941406,
					contents: '<a href="?c=&p=126749">別所　part３</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126742',
					name: '上田城',
					lat: 36.403565080030496,
					lng: 138.2459020614624,
					contents: '<a href="?c=&p=126742">上田城</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126738',
					name: '眞田神社',
					lat: 36.40342691706878,
					lng: 138.24423909187317,
					contents: '<a href="?c=&p=126738">眞田神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126735',
					name: '生島足島神社',
					lat: 36.36039447944741,
					lng: 138.2181465625763,
					contents: '<a href="?c=&p=126735">生島足島神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126731',
					name: '上田城の観光ポイント',
					lat: 36.403565080030496,
					lng: 138.2459020614624,
					contents: '<a href="?c=&p=126731">上田城の観光ポイント</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126595',
					name: '紺屋町 八幡神社',
					lat: 36.40870889701329,
					lng: 138.25079515388845,
					contents: '<a href="?c=&p=126595">紺屋町 八幡神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126280',
					name: '【上田市の銭湯】②宮桜の湯',
					lat: 36.39323672152236,
					lng: 138.2597315311432,
					contents: '<a href="?c=&p=126280">【上田市の銭湯】②宮桜の湯</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126150',
					name: '4代松平忠済と藩主居館の門',
					lat: 36.400853189327925,
					lng: 138.24921544818747,
					contents: '<a href="?c=&p=126150">4代松平忠済と藩主居館の門</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55279',
					name: '善光寺仲見世通り',
					lat: 36.6590645,
					lng: 138.18762,
					contents: '<a href="?c=&p=55279">善光寺仲見世通り</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55264',
					name: '須波三穂神社東の宮（スワミホジンジャヒガシノミヤ）',
					lat: 36.41669807483641,
					lng: 138.24607372283936,
					contents: '<a href="?c=&p=55264">須波三穂神社東の宮（スワミホジンジャヒガシノミヤ）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55257',
					name: '長門牧場',
					lat: 36.16838034465971,
					lng: 138.26929092407227,
					contents: '<a href="?c=&p=55257">長門牧場</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55239',
					name: 'ぶしもりやめんめん',
					lat: 36.39192398902735,
					lng: 138.23040962219238,
					contents: '<a href="?c=&p=55239">ぶしもりやめんめん</a>'
			 }, 
					  {
					id: '18916',
					name: '曹洞宗法隆山正眼院',
					lat: 36.31899476749565,
					lng: 138.46285119652748,
					contents: '<a href="?c=&p=18916">曹洞宗法隆山正眼院</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11681',
					name: '常田毘沙門堂',
					lat: 36.3962032425761,
					lng: 138.25653433799744,
					contents: '<a href="?c=&p=11681">常田毘沙門堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11680',
					name: '願行寺',
					lat: 36.39833486567297,
					lng: 138.25673825173513,
					contents: '<a href="?c=&p=11680">願行寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11559',
					name: '前山寺',
					lat: 36.34115952446635,
					lng: 138.19762229919434,
					contents: '<a href="?c=&p=11559">前山寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11507',
					name: '上塩尻まちあるき：〇〇小路',
					lat: 36.41880107050953,
					lng: 138.21645783845827,
					contents: '<a href="?c=&p=11507">上塩尻まちあるき：〇〇小路</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11502',
					name: '上塩尻まちあるき：猫瓦',
					lat: 36.4188644638289,
					lng: 138.2145413438828,
					contents: '<a href="?c=&p=11502">上塩尻まちあるき：猫瓦</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11498',
					name: '常田館資料室',
					lat: 36.39376353556652,
					lng: 138.25504302978516,
					contents: '<a href="?c=&p=11498">常田館資料室</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11251',
					name: '蚕種の里「上塩尻」まちあるきで再発見2022/11/26(藤本蚕業プロジェクト主催)＝終了',
					lat: 36.41744488783072,
					lng: 138.21647822856903,
					contents: '<a href="?c=&p=11251">蚕種の里「上塩尻」まちあるきで再発見2022/11/26(藤本蚕業プロジェクト主催)＝終了</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10838',
					name: '大手門公園',
					lat: 36.401561693041714,
					lng: 138.25153470039368,
					contents: '<a href="?c=&p=10838">大手門公園</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10820',
					name: '安楽寺',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.15311908721924,
					contents: '<a href="?c=&p=10820">安楽寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10816',
					name: '常楽寺',
					lat: 36.35349947600583,
					lng: 138.1547498703003,
					contents: '<a href="?c=&p=10816">常楽寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10801',
					name: '正福寺',
					lat: 36.41101544820081,
					lng: 138.23632536655782,
					contents: '<a href="?c=&p=10801">正福寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10763',
					name: '石垣',
					lat: 36.403565080030496,
					lng: 138.2459020614624,
					contents: '<a href="?c=&p=10763">石垣</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10762',
					name: '東虎口櫓門',
					lat: 36.403565080030496,
					lng: 138.2459020614624,
					contents: '<a href="?c=&p=10762">東虎口櫓門</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10454',
					name: '焚火　SKATE STORE',
					lat: 36.352639438866376,
					lng: 138.15958235817223,
					contents: '<a href="?c=&p=10454">焚火　SKATE STORE</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10450',
					name: '安楽寺',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.15314054489136,
					contents: '<a href="?c=&p=10450">安楽寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10447',
					name: '常楽寺',
					lat: 36.35349947600583,
					lng: 138.1547498703003,
					contents: '<a href="?c=&p=10447">常楽寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10442',
					name: '当時の道具はどんな感じ？',
					lat: 36.534329563007525,
					lng: 138.13522338867188,
					contents: '<a href="?c=&p=10442">当時の道具はどんな感じ？</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10409',
					name: '上田城豆知識',
					lat: 36.403565080030496,
					lng: 138.2459020614624,
					contents: '<a href="?c=&p=10409">上田城豆知識</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10359',
					name: '甘利探検隊～上田城編～',
					lat: 36.403565080030496,
					lng: 138.2459020614624,
					contents: '<a href="?c=&p=10359">甘利探検隊～上田城編～</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10357',
					name: '上田城　二の丸跡の歴史物③ 真田石',
					lat: 36.403198084123076,
					lng: 138.24507057666779,
					contents: '<a href="?c=&p=10357">上田城　二の丸跡の歴史物③ 真田石</a>'
			 }, 
			];
	
	function initMap() {
		var lat = 36.248519;
		var lng = 138.479130;
		var map = new google.maps.Map(
			document.getElementById("area_map"),{
			center : new google.maps.LatLng(36.36938157697832,138.2236108244976),
			mapTypeId : google.maps.MapTypeId.ROADMAP,
			zoom : 13,
			}
		);

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

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

    </script>
	

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


