<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php</b> on line <b>39</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>51</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>52</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>53</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>55</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_attribute" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>63</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>64</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>65</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>66</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>67</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tag" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>99</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "t" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>110</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "all" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>112</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "n" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>113</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "r" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>114</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "v" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>122</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "kanrino_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>138</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "title_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>139</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tourokudate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>140</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueibasyo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>141</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueidate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>142</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "seireki_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>143</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sikityo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>144</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "ookisa_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>145</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "syozousya_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>146</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sankoubunken_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>147</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tikucode_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>148</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sagyobi_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>149</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $key_reg in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function_searchtop.php</b> on line <b>57</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>258</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>260</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>287</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>297</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>303</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>309</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_account" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>585</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
	
	<title>みんなでつくる信州上田デジタルマップ｜</title>
	<meta name="description" content="">
	<meta name="viewport" content="width=1070">
	<!--CSS-->
	<link rel="stylesheet" href="https://www.d-commons.info/css/style.css" media="all">
	<link rel="stylesheet" href="https://www.d-commons.info/css/category.css" media="all">
	<link rel="stylesheet" href="https://www.d-commons.info/css/contents.css" media="all">
	<!--追加CSS-->
	<link rel="stylesheet" href="https://www.d-commons.info/css/style_add.css" media="all">
	<!--リンク画像変更-->
	<script src="https://www.d-commons.info/template/4/js/jquery-2.2.4.min.js" type="text/javascript"></script>
	<script src="https://www.d-commons.info/template/4/js/slick.js" type="text/javascript"></script>


</head>
	
<body class="page">
	<header>
		<div id="headerpage">
			<div class="headerpage-left">
				<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/docs/kogi/2021/cj2021/13.pdf"><img src="https://www.d-commons.info/template/4/images/top/webtitle.png" alt=""></a>
			</div>
			<div class="headerpage-right">
				<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/about">はじめての方へ</a>	|<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/registration">新規ユーザー登録</a> <a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/login"><span>ログイン</span></a>
			</div>
		</div>
	</header>
	

	
		<div id="container">
			
			<section id="catsec2" class="clearfix">
					
					<div id="top2C">
						<div id="top2Ccontents">

							<form action="" method="get">
								<input name="c" type="hidden" value="">

								<!-- キーワード -->
								<div id="keyword_box">
									<input class="keyword" name="s" type="text" value="米">
									<input class="search" name="" type="submit" value="検 索"> 
								</div>

								<!-- 全部 -->
								<input class="forall" name="all" type="submit" value="全部みる">

								<!-- input class="kobetsu" name="kobetsu" type="submit" value="個別サイト検索" -->
								<input class="osusume" name="osusume" type="submit" value="おすすめ記事">
								
								<!--  カテゴリ -->
								<a class="category js-menu" href="">カテゴリ選択</a>
								<div class="category_nav">
								<nav class="clearfix">
					<a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=14"><span >地域めぐり･まちあるき</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=8"><span >歴史文化スポット</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=12"><span >自然</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=18"><span >温泉・観光・食</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=13"><span >祭・イベント</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=11"><span >気になるスポット</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=1260"><span >文化財・道具</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=15"><span >商品・工芸品</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=1259"><span >食文化</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=26"><span >地域の記録</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=16"><span >旅れぽ</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=9"><span >文書記録</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=10"><span >写真記録</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=17"><span >講座等記録</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=27"><span >面白記事抄</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=22"><span >人物伝</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=1256"><span >マンホール</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=28"><span >私の地域探究</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=21"><span >ようこそ上田！</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=29"><span >上田のelaboration</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=31"><span >プロジェクト研究</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=25"><span >地域学習研修記録</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=30"><span >公文書利用地域学講座</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=861"><span >藤本史料ピックアップ</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=95"><span >長大サミット2021</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=23"><span >2020信州上田学Aテキスト</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=24"><span >2020信州上田学Bテキスト</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=32"><span >2021信州上田学A&Bテキスト</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=816"><span >2022信州上田学テキスト</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=1245"><span >2023信州上田学テキスト</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=19"><span >その他</span></a><a  href="https://www.d-commons.info/uedagaku?c=20"><span >最初の投稿</span></a>
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<div id="datelist"><h4>登録リスト（該当：130件）</h4><div class="pagenavi">  <a class="arrow" title="Page 1" href="?c=&t=&s=米&all=&n=&r=&v=1">≪</a>  <span class="current">1</span>  <a class="page" title="Page 2" href="?c=&t=&s=米&all=&n=&r=&v=2">2</a>  <a class="arrow" title="Page 2" href="?c=&t=&s=米&all=&n=&r=&v=2">≫</a></div><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><th class="no"></th><th class="photo">写真</th><th class="title">タイトル</th><th class="text">説明</th><th class="date">登録日</th></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127143">1</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/689/127143.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「舌喰池」　日本遺産の「塩田平のため池群」の一つである。年間降水量が全国で最も少ない上田市は、農業用水を確保するためにため池を100か所以上作った。そのうちの一つが舌喰池である。貯水量は、138,000㎥、満水面積は、61,400㎡、堤高は7.0ｍである。舌喰池周辺の水田では、上田藩で作られる米の約半分が作られ、他にも雨乞いをする儀式の場としても使われた。舌喰池の名前の由来の一つとして、ある昔話が関係している。昔この池が造られた頃、土手から水が漏れて、十分に水を溜めることができなかった。そこで池の改修をするにあたり、土手に、生きた人を土中に埋めて祈るという「人柱」を入れなければ水が溜まらないという話があった。
くじ引きで決められたある娘さんは、日夜悲しみに明け暮れていたが、人柱に立つ前の晩、身の不運を嘆いて舌"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="舌喰池" title="舌喰池" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127143">舌喰池</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127143">　日本遺産の「塩田平のため池群」の一つである。年間降水量が全国で最も少ない上田市は、農業用水を確保するためにため池を100か所以上作った。そのうちの一つが舌喰池である。貯水量は、138,000㎥、満水面積は、61,400㎡、堤高は7.0ｍである。舌喰池周辺の水田では、上田藩で作られる米の約半分が作られ、他にも雨乞いをする儀式の場としても使われた。舌喰池の名前の由来の一つとして、ある昔話が関係している。昔この池が造られた頃、土手から水が漏れて、十分に水を溜めることができなかった。そこで池の改修をするにあたり、土手に、生きた人を土中に埋めて祈るという「人柱」を入れなければ水が溜まらないという話があった。
くじ引きで決められたある娘さんは、日夜悲しみに明け暮れていたが、人柱に立つ前の晩、身の不運を嘆いて舌</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127103">2</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/786/127103.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「沓掛酒造　蔵見学　PART1」沓掛酒造の蔵見学に行ってきました。杜氏さんから蔵の歴史や、酒造りの工程のお話を聞いた。
昔は小谷村からオフシーズンの農家さんたちを雇って大人数で日本酒を作っていたが、今は全員で4人だけ！
写真は蒸した米に麹をかけてでんぷんをブドウ糖に変える麹室。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="沓掛酒造　蔵見学　PART1" title="沓掛酒造　蔵見学　PART1" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127103">沓掛酒造　蔵見学　PART1</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127103">沓掛酒造の蔵見学に行ってきました。杜氏さんから蔵の歴史や、酒造りの工程のお話を聞いた。
昔は小谷村からオフシーズンの農家さんたちを雇って大人数で日本酒を作っていたが、今は全員で4人だけ！
写真は蒸した米に麹をかけてでんぷんをブドウ糖に変える麹室。</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127041">3</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/127041.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「梅花幼稚園2008/06/22」2008/06/22の記録。
梅花幼稚園は上田市内にあるキリスト教主義の幼稚園です。1900年に開設されました。現在の園舎は1903年に建てられた歴史的建築です。現存する全国の幼稚園の園舎の中では大阪市立愛珠幼稚園の園舎(1901年竣工)に次いで日本で２番目に古い園舎です。幼稚園の隣には蚕糸業の発展に貢献した三吉米熊(1860-1927)邸があり、クリスチャンでもあった三吉米熊は梅花幼稚園との関わりもあったようです。蚕糸業で古くから栄えた上田の歴史を物語る歴史的スポットです。
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Wikipedia:大阪市立愛珠幼稚園 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%84%9B%E7%8F%A0%E5%B9%BC%E7%A8%9A%E5%9C%92"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127041.jpg" alt="梅花幼稚園2008/06/22" title="梅花幼稚園2008/06/22" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127041">梅花幼稚園2008/06/22</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127041">2008/06/22の記録。
梅花幼稚園は上田市内にあるキリスト教主義の幼稚園です。1900年に開設されました。現在の園舎は1903年に建てられた歴史的建築です。現存する全国の幼稚園の園舎の中では大阪市立愛珠幼稚園の園舎(1901年竣工)に次いで日本で２番目に古い園舎です。幼稚園の隣には蚕糸業の発展に貢献した三吉米熊(1860-1927)邸があり、クリスチャンでもあった三吉米熊は梅花幼稚園との関わりもあったようです。蚕糸業で古くから栄えた上田の歴史を物語る歴史的スポットです。


参考資料：
学校法人梅花学園梅花幼稚園http://www.baikayouchien.com/
Wikipedia:大阪市立愛珠幼稚園 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%84%9B%E7%8F%A0%E5%B9%BC%E7%A8%9A%E5%9C%92</a></td><td class="date">2024-02-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127007">4</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/756/127007.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「6代松平忠優（忠固）はどんな人物か」下の画像：ミッチーの画像を引用
　
　上田市中央にある願行寺の松平氏の墓所を訪れた。写真に見えるのは、四角い石碑を外して、右手側から、上田藩6代藩主の松平忠優（ただます）またの名を忠固（ただかた）、4代藩主の松平忠済、そして忠済の嫡男で20歳くらいで若くして亡くなった忠英（ただつね）の墓である。この記事では、松平忠固の功績を取り上げたい。
　忠固を一言で表すとすれば、幕府の体制を、開国つまり外国と貿易を始めるよう向かわせた人物である（オランダ、中国、朝鮮は入らない）。なぜか。忠固は二度、幕府の中枢つまり幕閣で老中という役職を務めている。そして、忠固の一度目の就任期間時には、幕府は日米和親条約を締結し、二度目の就任期間時には、幕府は日米修好通商条約を締結している。忠固は開国派の立場を"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="6代松平忠優（忠固）はどんな人物か" title="6代松平忠優（忠固）はどんな人物か" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127007">6代松平忠優（忠固）はどんな人物か</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127007">下の画像：ミッチーの画像を引用
　
　上田市中央にある願行寺の松平氏の墓所を訪れた。写真に見えるのは、四角い石碑を外して、右手側から、上田藩6代藩主の松平忠優（ただます）またの名を忠固（ただかた）、4代藩主の松平忠済、そして忠済の嫡男で20歳くらいで若くして亡くなった忠英（ただつね）の墓である。この記事では、松平忠固の功績を取り上げたい。
　忠固を一言で表すとすれば、幕府の体制を、開国つまり外国と貿易を始めるよう向かわせた人物である（オランダ、中国、朝鮮は入らない）。なぜか。忠固は二度、幕府の中枢つまり幕閣で老中という役職を務めている。そして、忠固の一度目の就任期間時には、幕府は日米和親条約を締結し、二度目の就任期間時には、幕府は日米修好通商条約を締結している。忠固は開国派の立場を</a></td><td class="date">2024-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126981">5</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/847/126981.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「」　1925年8月に発行された西塩田時報では無線通信分野における、我が国の現状や問題点、将来性や、欧米諸国との比較について言及されていました。詳しく説明すると、従来日本でも無線技術を兵器工場などでの軍用利用にとどめる形で利用してきていたが、秘匿されていました。国民の科学思想の普及を図る目的もあり、この技術が公開され、さきがけとして東京放送局でラジオ放送が開始されました。
　この年、長野県でも1か所放送局開設が許可され、年中に上田市の多くの地域でもラジオ放送が聞くことができることが記されていました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="" title="" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126981"></a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126981">　1925年8月に発行された西塩田時報では無線通信分野における、我が国の現状や問題点、将来性や、欧米諸国との比較について言及されていました。詳しく説明すると、従来日本でも無線技術を兵器工場などでの軍用利用にとどめる形で利用してきていたが、秘匿されていました。国民の科学思想の普及を図る目的もあり、この技術が公開され、さきがけとして東京放送局でラジオ放送が開始されました。
　この年、長野県でも1か所放送局開設が許可され、年中に上田市の多くの地域でもラジオ放送が聞くことができることが記されていました。</a></td><td class="date">2024-02-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126910">6</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/786/126910.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「互　先発　水掛酒造」上田市の地酒２段目です！

中辛　実際に飲んだら、とても酸味が強く感じた。

原料米　長野県産ひとごこち

水掛酒造は２月４日に蔵見学に行くので、投稿楽しみに！！"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="互　先発　水掛酒造" title="互　先発　水掛酒造" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126910">互　先発　水掛酒造</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126910">上田市の地酒２段目です！

中辛　実際に飲んだら、とても酸味が強く感じた。

原料米　長野県産ひとごこち

水掛酒造は２月４日に蔵見学に行くので、投稿楽しみに！！</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126876">7</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/786/126876.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州亀齢　純米吟醸　美山錦　岡崎酒造」２０２４年長野県日本酒ランキング第一位！！！！！

蔵元の岡崎酒造は上田市柳町にある。

原料米　美山錦

実際に「純米吟醸美山錦」を飲んだが癖がなくとても飲みやすくおいしかった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="信州亀齢　純米吟醸　美山錦　岡崎酒造" title="信州亀齢　純米吟醸　美山錦　岡崎酒造" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126876">信州亀齢　純米吟醸　美山錦　岡崎酒造</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126876">２０２４年長野県日本酒ランキング第一位！！！！！

蔵元の岡崎酒造は上田市柳町にある。

原料米　美山錦

実際に「純米吟醸美山錦」を飲んだが癖がなくとても飲みやすくおいしかった。</a></td><td class="date">2024-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126844">8</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/849/126844.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「生島足島神社」生島足島神社には生きとし生けるもの万物に生命力を与える「生島大神」と、生きとし生けるもの万物に満足を与える「足島大神」の二神が祀られている。建御名方富命（たけみなかたとみのみこと）が諏訪の地に下降する途すがら、この地にお留まりになり、二柱の大神に奉仕し米粥を煮て献ぜられてたと伝えられ、その故事は今も御籠祭という神事として伝えられている。
この日は七五三の撮影が行われており、以前行った際は結婚の撮影をしていた。行事で地域の人から親しまれる場所なのだと感じた。また、この神社のステッカーを車に貼っている人をよく見かける。これも地域の住民から親しまれている証拠だと思う。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" 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=126844">生島足島神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126844">生島足島神社には生きとし生けるもの万物に生命力を与える「生島大神」と、生きとし生けるもの万物に満足を与える「足島大神」の二神が祀られている。建御名方富命（たけみなかたとみのみこと）が諏訪の地に下降する途すがら、この地にお留まりになり、二柱の大神に奉仕し米粥を煮て献ぜられてたと伝えられ、その故事は今も御籠祭という神事として伝えられている。
この日は七五三の撮影が行われており、以前行った際は結婚の撮影をしていた。行事で地域の人から親しまれる場所なのだと感じた。また、この神社のステッカーを車に貼っている人をよく見かける。これも地域の住民から親しまれている証拠だと思う。</a></td><td class="date">2024-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126774">9</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/762/126774.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所　part５」　私は、別所を盛り上げるためにできることとして、前回までに、別所で行われている観光客を呼び込むことが出来る行事や、イベントなどみんなに知っていただきたいものを紹介してきた。

　そして、今回は別所で行った農業活動について紹介する。
　この農業の活動は、ぜひ学生に体験して頂きたいと思う。別所で、私はサークルで貸して頂いている土地で、お米を手作業で作っている。今年は、全部で約５０合分のお米を作った。農家さんのお手伝いをする代わりに、自分たちの土地をいただき、体験させていただいている。農家さんの土地は、トラクターをつかったり、機会でも作業しているため、昔の人が手作業で行っていた農業の大変さや、自然と闘う農家さんの気持ちも少し感じられる。これは、都会で行うことは難しい経験になり、「せ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所　part５" title="別所　part５" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126774">別所　part５</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126774">　私は、別所を盛り上げるためにできることとして、前回までに、別所で行われている観光客を呼び込むことが出来る行事や、イベントなどみんなに知っていただきたいものを紹介してきた。

　そして、今回は別所で行った農業活動について紹介する。
　この農業の活動は、ぜひ学生に体験して頂きたいと思う。別所で、私はサークルで貸して頂いている土地で、お米を手作業で作っている。今年は、全部で約５０合分のお米を作った。農家さんのお手伝いをする代わりに、自分たちの土地をいただき、体験させていただいている。農家さんの土地は、トラクターをつかったり、機会でも作業しているため、昔の人が手作業で行っていた農業の大変さや、自然と闘う農家さんの気持ちも少し感じられる。これは、都会で行うことは難しい経験になり、「せ</a></td><td class="date">2024-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126734">10</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/727/126734.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「Cafe sprout」信州上田にある見晴らしの良い塩田平にあるカフェ スプラウトに行ってきた。
発芽珈琲や発芽玄米を使ったメニューが人気。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="Cafe sprout" title="Cafe sprout" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126734">Cafe sprout</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126734">信州上田にある見晴らしの良い塩田平にあるカフェ スプラウトに行ってきた。
発芽珈琲や発芽玄米を使ったメニューが人気。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126673">11</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/847/126673.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西塩田時報から見る ラジオ放送の普及」　1925年ラジオ放送が開始され、我が国の現状や問題点、将来性や、欧米諸国との比較について言及されていました。上田地域でもラジオ放送が聞けるようなり、西塩田時報からも当時の様子が記されていました。この後急速にラジオ放送が普及していくのですが、その背景について、考察していく。
　"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="西塩田時報から見る ラジオ放送の普及" title="西塩田時報から見る ラジオ放送の普及" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126673">西塩田時報から見る ラジオ放送の普及</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126673">　1925年ラジオ放送が開始され、我が国の現状や問題点、将来性や、欧米諸国との比較について言及されていました。上田地域でもラジオ放送が聞けるようなり、西塩田時報からも当時の様子が記されていました。この後急速にラジオ放送が普及していくのですが、その背景について、考察していく。
　</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126653">12</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/847/126653.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「無線電話について」1925年に日本でラジオ放送が開始されて、無線通信分野における、我が国の現状や問題点、将来性や、欧米諸国との比較について言及されています。当時、受信機は庶民にとってなかなか手に届かない代物で、村で1つ大きなロードスピーカーを購入して、みんなで聞くことを提案しており、ラジオ放送がこの地域でも関心が高まっていたことをミクロな視点で体感できた。

参考文献　
西塩田時報https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns03_021to040.pdf"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="無線電話について" title="無線電話について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126653">無線電話について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126653">1925年に日本でラジオ放送が開始されて、無線通信分野における、我が国の現状や問題点、将来性や、欧米諸国との比較について言及されています。当時、受信機は庶民にとってなかなか手に届かない代物で、村で1つ大きなロードスピーカーを購入して、みんなで聞くことを提案しており、ラジオ放送がこの地域でも関心が高まっていたことをミクロな視点で体感できた。

参考文献　
西塩田時報https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns03_021to040.pdf</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126636">13</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/816/126636.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「越後の伝説についての考察（『越後の国雪の伝説〔正〕』鈴木直著　昭和十七年七月二十二日発行）」越後の国雪の伝説〔正〕に収録されている23の伝説の中の4つについて、それがなぜ生じたのかという自分なりの考察をおこないました。

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

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

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

１，茂助地蔵
《あらすじ》
昔、一人の旅人がいた。宿屋を出発して目的地へと歩いていたが、天候は最悪で、顔を前に向けることも困難なほどの吹雪だった。そして、その途中で偶然にも一人の女性に遭遇し、自分の家に泊まっていくことを勧められる。旅人は女についていくことにし、彼女の家で手厚いもてなしを受けた。数日後、旅人は死体となって発見された。死因は凍死であり、近くの村の村人は旅人は雪</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126322">14</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/126322.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「『西塩田時報Vol.1』(戦前編1923～1943年)」1.	金融機関が保管サービスについて説明しており、特に武保の金融組合が米の貸し付けを行っていることが述べられています。金利や条件についても触れられています。
2.	産業組合に関する情報が含まれています。特に、農業における品種や飼料についての指針や注意が述べられています。
3.	特に米の保管についての重要なポイントが述べられています。新聞における注意喚起もあります。
4.	学校の最新情報や行事に関する内容が含まれています。書週間や学校の成績、講堂集合の予定などが触れられています。
5.	民精神作興週間に関する呼びかけやイベントの告知があります。
6.	鮮魚に関する情報があり、特に良質な大豆や小麦、骨などの原料について触れられています。
7.	毎日が祝日になることが一時的であるが、それを抜けて平和であることへ"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/126322.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=126322">『西塩田時報Vol.1』(戦前編1923～1943年)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126322">1.	金融機関が保管サービスについて説明しており、特に武保の金融組合が米の貸し付けを行っていることが述べられています。金利や条件についても触れられています。
2.	産業組合に関する情報が含まれています。特に、農業における品種や飼料についての指針や注意が述べられています。
3.	特に米の保管についての重要なポイントが述べられています。新聞における注意喚起もあります。
4.	学校の最新情報や行事に関する内容が含まれています。書週間や学校の成績、講堂集合の予定などが触れられています。
5.	民精神作興週間に関する呼びかけやイベントの告知があります。
6.	鮮魚に関する情報があり、特に良質な大豆や小麦、骨などの原料について触れられています。
7.	毎日が祝日になることが一時的であるが、それを抜けて平和であることへ</a></td><td class="date">2023-12-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125128">15</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「未来へ残すホームページ」米粒大のスロー人生歩いてます"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="未来へ残すホームページ" title="未来へ残すホームページ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125128">未来へ残すホームページ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125128">米粒大のスロー人生歩いてます</a></td><td class="date">2023-09-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=124956">16</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常盤街の歴史　昭和４５年から昭和４９年まで」昭和４５年
１　　　自治会会則が一部変更し、監事２名を置く。
９　　　「これからの親と子のあり方」の講習会を開く。
　　　　講師は上田三中校長黒坂周平氏。
１０　　　西小･三中PTA支部廃品回収を実施、収益金２０,８８４円
１１　　　新上田橋が完成する。
昭和４６年
９　　　　敬老会を市老人福祉センターで開く。米寿会員３３人出席。
１０　　　常盤町簡易郵便局が開局する。
１０　　　上田市交通安全協会鎌原支会の分会として常盤町分会が設立される。
１０　　　自治会館南側の道路を日曜広場として利用し始める。
１２　　　町婦人部主催で金子康夫さん撮影の８mm映画「常盤町の誕生より今日まで」の上映会を開く。
１２　　　団地南端の交差点（山寺さん宅前）へカーブミラーや「止れ」の交通標識が建つ。
１２　"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常盤街の歴史　昭和４５年から昭和４９年まで" title="常盤街の歴史　昭和４５年から昭和４９年まで" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=124956">常盤街の歴史　昭和４５年から昭和４９年まで</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=124956">昭和４５年
１　　　自治会会則が一部変更し、監事２名を置く。
９　　　「これからの親と子のあり方」の講習会を開く。
　　　　講師は上田三中校長黒坂周平氏。
１０　　　西小･三中PTA支部廃品回収を実施、収益金２０,８８４円
１１　　　新上田橋が完成する。
昭和４６年
９　　　　敬老会を市老人福祉センターで開く。米寿会員３３人出席。
１０　　　常盤町簡易郵便局が開局する。
１０　　　上田市交通安全協会鎌原支会の分会として常盤町分会が設立される。
１０　　　自治会館南側の道路を日曜広場として利用し始める。
１２　　　町婦人部主催で金子康夫さん撮影の８mm映画「常盤町の誕生より今日まで」の上映会を開く。
１２　　　団地南端の交差点（山寺さん宅前）へカーブミラーや「止れ」の交通標識が建つ。
１２　</a></td><td class="date">2023-08-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=124955">17</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常盤町の歴史　昭和４０年から昭和４４年まで」昭和４０年
１　　　新年の賀詞交換を行う。（以後毎年実施している。）
３　　　太郎山に山火事が発生して４時間余り燃え続け自治会館が消防詰所となり、炊き出しをする。
８　　　台風のため町内にも被害が発生する。
昭和４１年
３　　　町内道路舗装促進の陳情書を市に提出する。
３　　　郵便ポスト設置実現の陳情書を上田郵便局へ提出する。
６　　　急行バスの生塚停車実現の陳情書を川中島バス会社へ提出する。
１２　　社会部と西小PTA支部共催で「ママポリスさんと語る夕べ」が開かれる。
１２　　道路簡易舗装第１期工事１８０mが団地入り口から始まる。
昭和４２年
２　　　山火事が発生し、３時間余り燃え続ける。
３　　　町内下水路改装（１００万円）がしゅん工する。
４　　　米寿会（初期は老人クラブと称した）"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常盤町の歴史　昭和４０年から昭和４４年まで" title="常盤町の歴史　昭和４０年から昭和４４年まで" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=124955">常盤町の歴史　昭和４０年から昭和４４年まで</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=124955">昭和４０年
１　　　新年の賀詞交換を行う。（以後毎年実施している。）
３　　　太郎山に山火事が発生して４時間余り燃え続け自治会館が消防詰所となり、炊き出しをする。
８　　　台風のため町内にも被害が発生する。
昭和４１年
３　　　町内道路舗装促進の陳情書を市に提出する。
３　　　郵便ポスト設置実現の陳情書を上田郵便局へ提出する。
６　　　急行バスの生塚停車実現の陳情書を川中島バス会社へ提出する。
１２　　社会部と西小PTA支部共催で「ママポリスさんと語る夕べ」が開かれる。
１２　　道路簡易舗装第１期工事１８０mが団地入り口から始まる。
昭和４２年
２　　　山火事が発生し、３時間余り燃え続ける。
３　　　町内下水路改装（１００万円）がしゅん工する。
４　　　米寿会（初期は老人クラブと称した）</a></td><td class="date">2023-08-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54591">18</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/054591.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「初代国立劇場さよなら公演」2/15、国立劇場小劇場で文楽『女殺油地獄』を観てきました。さよなら公演と銘打っていますが、９月までさよなら公演が続くようです。建設当時は立派な劇場を作ったつもりでも、建物の陳腐化は避けられず。緞帳の美しさに慰められます。劇場はハレの空間であってほしいところですが、正直、毎回国立劇場の建物には失望を感じ続けています。ハレがましくなくチープなことに大きな原因があります。日本がまだ豊かとはいえなかった高度経済成長期の一時期にその頃の価値基準で作られた建物です。欧米の劇場のように100年経って風格も高まる質の高い文化とは異なり、日本の建築文化はどうしてこれほどまでに持続性がなく、チープ化するのか、この劇場で我慢し続けなければならないのかと国立劇場を訪れるたびに思っています。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/054591.jpg" alt="初代国立劇場さよなら公演" title="初代国立劇場さよなら公演" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54591">初代国立劇場さよなら公演</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54591">2/15、国立劇場小劇場で文楽『女殺油地獄』を観てきました。さよなら公演と銘打っていますが、９月までさよなら公演が続くようです。建設当時は立派な劇場を作ったつもりでも、建物の陳腐化は避けられず。緞帳の美しさに慰められます。劇場はハレの空間であってほしいところですが、正直、毎回国立劇場の建物には失望を感じ続けています。ハレがましくなくチープなことに大きな原因があります。日本がまだ豊かとはいえなかった高度経済成長期の一時期にその頃の価値基準で作られた建物です。欧米の劇場のように100年経って風格も高まる質の高い文化とは異なり、日本の建築文化はどうしてこれほどまでに持続性がなく、チープ化するのか、この劇場で我慢し続けなければならないのかと国立劇場を訪れるたびに思っています。</a></td><td class="date">2023-02-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54529">19</a></td><td class="photo"><a href="https://www.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://www.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=54522">20</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/663/054522.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「～番外編～」映画「サマーウォーズ」（2009）も上田市が舞台となった映画です！

上田駅周辺の「上田城跡公園」「海野町商店街」、別所線からは少し外れますが、「砥石・米山城跡」「上田高校」などがモデルとなっているシーンが登場します。

上田駅構内や別所線の特徴でもある丸窓が描かれているシーンもあります。

https://nagano-ueda.gr.jp/s-wars/guidemap.html"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="～番外編～" title="～番外編～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54522">～番外編～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54522">映画「サマーウォーズ」（2009）も上田市が舞台となった映画です！

上田駅周辺の「上田城跡公園」「海野町商店街」、別所線からは少し外れますが、「砥石・米山城跡」「上田高校」などがモデルとなっているシーンが登場します。

上田駅構内や別所線の特徴でもある丸窓が描かれているシーンもあります。

https://nagano-ueda.gr.jp/s-wars/guidemap.html</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54345">21</a></td><td class="photo"><a href="https://www.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://www.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">22</a></td><td class="photo"><a href="https://www.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://www.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=54241">23</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/627/054241.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「手打ちそば」県内全域の郷土料理。冷涼な気候で、米や小麦が栽培しづらい高冷地の農産物として育てられてきた。そばは、そばつゆにねぎとわさびを入れて食べるのが一般的だが、伊那の「高遠そば」は、そばつゆに大根のしぼり汁と焼き味噌を加え、奈川の「とうじそば」は鍋つゆに野菜や鶏肉などを入れて火にかけたものに、竹籠に入れたそばをしゃぶしゃぶのようにして食べたりなど、地域や産地によって様々な食べ方がある。

[おやき 長野県 | うちの郷土料理：農林水産省](https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/oyaki_nagano.html)より引用"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="手打ちそば" title="手打ちそば" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54241">手打ちそば</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54241">県内全域の郷土料理。冷涼な気候で、米や小麦が栽培しづらい高冷地の農産物として育てられてきた。そばは、そばつゆにねぎとわさびを入れて食べるのが一般的だが、伊那の「高遠そば」は、そばつゆに大根のしぼり汁と焼き味噌を加え、奈川の「とうじそば」は鍋つゆに野菜や鶏肉などを入れて火にかけたものに、竹籠に入れたそばをしゃぶしゃぶのようにして食べたりなど、地域や産地によって様々な食べ方がある。

[おやき 長野県 | うちの郷土料理：農林水産省](https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/oyaki_nagano.html)より引用</a></td><td class="date">2023-01-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54204">24</a></td><td class="photo"><a href="https://www.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://www.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=54173">25</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/520/054173.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「平成の食」主食の中心は白米であり、夕飯でも食べるが、以前よりも労働力が減っていることなどから、若い世代において米の消費量が少なくなっている状況が推察された。パンについては、給食の影響で食べる機会が増えたようだ。ウドンやホウトウなどの麺類は、以前よりは頻度が少ないものの、好まれて食されている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="平成の食" title="平成の食" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54173">平成の食</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54173">主食の中心は白米であり、夕飯でも食べるが、以前よりも労働力が減っていることなどから、若い世代において米の消費量が少なくなっている状況が推察された。パンについては、給食の影響で食べる機会が増えたようだ。ウドンやホウトウなどの麺類は、以前よりは頻度が少ないものの、好まれて食されている。</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54170">26</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/520/054170.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「昭和の食」一般的に米を節約するため、夕飯には小麦を使った料理を主食として食べていた。小麦は粉にしてオザンザ(小麦粉を打って平らにして幅1センチくらい、長さ20センチくらいにして、野菜と味噌で煮たもの)として食べられていた。同様の料理として、ツミイレや、ブチコミ、スイトン、ホウトウと呼ばれていたものもある。このような麺類が夕飯の中心だったようだ。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="昭和の食" title="昭和の食" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54170">昭和の食</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54170">一般的に米を節約するため、夕飯には小麦を使った料理を主食として食べていた。小麦は粉にしてオザンザ(小麦粉を打って平らにして幅1センチくらい、長さ20センチくらいにして、野菜と味噌で煮たもの)として食べられていた。同様の料理として、ツミイレや、ブチコミ、スイトン、ホウトウと呼ばれていたものもある。このような麺類が夕飯の中心だったようだ。</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54169">27</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/520/054169.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「昭和の食」大多数の人が白米ではなく麦を混ぜた麦飯を食べていた。夕飯以外で主に主食として食べられていた。季節によっては、大根の葉や芋、栗、カブなどの食材を混ぜており、醤油や味噌、またはそのような調味料で味付けされた野菜、山菜料理を混ぜて五目ご飯のようにして食べていたようだ。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="昭和の食" title="昭和の食" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54169">昭和の食</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54169">大多数の人が白米ではなく麦を混ぜた麦飯を食べていた。夕飯以外で主に主食として食べられていた。季節によっては、大根の葉や芋、栗、カブなどの食材を混ぜており、醤油や味噌、またはそのような調味料で味付けされた野菜、山菜料理を混ぜて五目ご飯のようにして食べていたようだ。</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54166">28</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩田平のため池」上田は雨が少なく、その中でも特に塩田には大きな河川が通っていないため水不足になりやすい。しかし米作りをするためには水がたくさん必要である。そこで塩田平には江戸時代を中心に多くのため池が作られた。それぞれの池に個性的な名前が付けられているので、散歩がてら観察してみるのも面白い。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="塩田平のため池" title="塩田平のため池" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54166">塩田平のため池</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54166">上田は雨が少なく、その中でも特に塩田には大きな河川が通っていないため水不足になりやすい。しかし米作りをするためには水がたくさん必要である。そこで塩田平には江戸時代を中心に多くのため池が作られた。それぞれの池に個性的な名前が付けられているので、散歩がてら観察してみるのも面白い。</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42651">29</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/490/042651.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市マルチメディア情報センター」上田市マルチメディア情報センターは、長野大学の少し上に位置している、情報化を総合的に支援する環境が整っている施設である。

●施設・概要
学生は無料で使用できる学習スペース、３Dプリンターがあり、アニメや映画などを２５０作品以上見ることができるPCが置かれていた。また子供や大人も活用できる学習空間がある。
他には教育支援や無線LAN有線LANの管理など地域にも貢献している施設である

●上田資料映像鑑賞
上田市の50年前の資料映像を見させていただいた。
そこでの貴重な映像を紹介する。

●「上田つむぎ」信越放送　1964年1月16日放送／上田紬／私たちの周辺
人手を要する養蚕は機械化をする必要はあるが、あまりにも機械化をしてしまうと伝統が欠如してしまう可能性があるとのこと。
手織りのものは個人に合わせて作"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/490/thumbnails/042651.jpg" alt="上田市マルチメディア情報センター" title="上田市マルチメディア情報センター" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42651">上田市マルチメディア情報センター</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42651">上田市マルチメディア情報センターは、長野大学の少し上に位置している、情報化を総合的に支援する環境が整っている施設である。

●施設・概要
学生は無料で使用できる学習スペース、３Dプリンターがあり、アニメや映画などを２５０作品以上見ることができるPCが置かれていた。また子供や大人も活用できる学習空間がある。
他には教育支援や無線LAN有線LANの管理など地域にも貢献している施設である

●上田資料映像鑑賞
上田市の50年前の資料映像を見させていただいた。
そこでの貴重な映像を紹介する。

●「上田つむぎ」信越放送　1964年1月16日放送／上田紬／私たちの周辺
人手を要する養蚕は機械化をする必要はあるが、あまりにも機械化をしてしまうと伝統が欠如してしまう可能性があるとのこと。
手織りのものは個人に合わせて作</a></td><td class="date">2023-01-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42470">30</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/105/042470.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「体力検査成績発表！！（『西塩田時報』第187号（1925年6月１日）1頁）」学校のカリキュラム上の新体力テストのようなものだと思いましたが、地域の青年団員の成績結果でした。一番上に百米（100m）の結果が広報されているのですが、12秒台の方が先頭にいらっしゃいます。現在においてもかなりの記録です。靴や走り方を学べばもっと良い記録を狙えると思います。


▼この記事は以下から参照できます。
#364 #364 『西塩田時報』第187号(1925年6月1日)1頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns11_181to204.pdf"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/105/thumbnails/042470.jpg" alt="体力検査成績発表！！（『西塩田時報』第187号（1925年6月１日）1頁）" title="体力検査成績発表！！（『西塩田時報』第187号（1925年6月１日）1頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42470">体力検査成績発表！！（『西塩田時報』第187号（1925年6月１日）1頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42470">学校のカリキュラム上の新体力テストのようなものだと思いましたが、地域の青年団員の成績結果でした。一番上に百米（100m）の結果が広報されているのですが、12秒台の方が先頭にいらっしゃいます。現在においてもかなりの記録です。靴や走り方を学べばもっと良い記録を狙えると思います。


▼この記事は以下から参照できます。
#364 #364 『西塩田時報』第187号(1925年6月1日)1頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns11_181to204.pdf</a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42432">31</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/529/042432.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「主食類盗難予防に就て（『西塩田時報』[戦後]第30号　1949年9月20日）」この時代でもまだお米は貴重なものであったことが分かった。盗んでいくものがお金ではなく、お米を盗んでいる所が今の時代には全く見当がつかないところで面白さを感じた。

▼この記事は以下から参照できます。
#1063 『西塩田時報[戦後]』第30号(1949年9月20日)3頁

https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1063.jpg"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="主食類盗難予防に就て（『西塩田時報』[戦後]第30号　1949年9月20日）" title="主食類盗難予防に就て（『西塩田時報』[戦後]第30号　1949年9月20日）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42432">主食類盗難予防に就て（『西塩田時報』[戦後]第30号　1949年9月20日）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42432">この時代でもまだお米は貴重なものであったことが分かった。盗んでいくものがお金ではなく、お米を盗んでいる所が今の時代には全く見当がつかないところで面白さを感じた。

▼この記事は以下から参照できます。
#1063 『西塩田時報[戦後]』第30号(1949年9月20日)3頁

https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1063.jpg</a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=30984">32</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/621/030984.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「米の節約！勝利の一歩(『西塩田時報』第１９８号１項)」日中戦争時、東京などの都市だけでなく、地方でも節米運動が行なわれていたことが分かる記事である。白米ではなく、麺類や七分づき米、雑穀米を代用として食べるように書かれている。戦時中、栄養不足にならないために栄養豊富である雑穀米などを食べていたのだと考えていたが、日本の物資不足も要因の一つであったことが分かった。
また、「勝利への第一歩」という言葉から、国民の戦争意欲を高めようとしていることがうかがえる。戦時中という時代背景を強く実感できる記事のタイトルだと感じた。

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

▼この記事は以下から参照できます。
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0879.jpg>#879 『西塩田時報』第198号(1940年5月1日)1頁</a></a></td><td class="date">2022-12-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=18942">33</a></td><td class="photo"><a href="https://www.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://www.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=11581">34</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/535/011581.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「そばが有名なワケ」長野県といえば信州そばというほどに、そばは長野県の代表的な郷土食です。
郷土食として根付いたのは、やはり各地でそばが栽培されてきたことにあります。

冷涼な気候や狭い土地など、米や小麦が栽培しづらい高冷地に適した農産物として育てられてきたのがそばでした。

そのはじまりを調べると、多く登場するのが山岳修験道の開祖で、奈良時代に活躍した役小角（えんのおづぬ）です。
役小角ら修行僧が携行食としていたそばの実を村人に伝え、栽培方法とともに広がったという伝説が各地に残ります。

昼夜の寒暖差が大きい長野県では、澱粉がしっかりと熟成したおいしいそばを育てることができます。
そばは、主にそば粉と水からつくられるものです。
そして茹であがったそばは冷えたたっぷりの水でぎゅっと締められます。
いま"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="そばが有名なワケ" title="そばが有名なワケ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11581">そばが有名なワケ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11581">長野県といえば信州そばというほどに、そばは長野県の代表的な郷土食です。
郷土食として根付いたのは、やはり各地でそばが栽培されてきたことにあります。

冷涼な気候や狭い土地など、米や小麦が栽培しづらい高冷地に適した農産物として育てられてきたのがそばでした。

そのはじまりを調べると、多く登場するのが山岳修験道の開祖で、奈良時代に活躍した役小角（えんのおづぬ）です。
役小角ら修行僧が携行食としていたそばの実を村人に伝え、栽培方法とともに広がったという伝説が各地に残ります。

昼夜の寒暖差が大きい長野県では、澱粉がしっかりと熟成したおいしいそばを育てることができます。
そばは、主にそば粉と水からつくられるものです。
そして茹であがったそばは冷えたたっぷりの水でぎゅっと締められます。
いま</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11563">35</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/618/011563.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「米倉池」米倉池"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="米倉池" title="米倉池" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11563">米倉池</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11563">米倉池</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11409">36</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/532/011409.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧小県蚕業学校（上田東高校）」旧小県蚕業学校は1892（明治25）年に設立されました。現在の上田東高校の敷地に移転しました。養蚕教師の養成のために建てられた施設です。全国から生徒が集まっていました。1944（昭和19）年に米軍による爆撃を受けて炎上しました。今でもその痕跡が残っています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="旧小県蚕業学校（上田東高校）" title="旧小県蚕業学校（上田東高校）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11409">旧小県蚕業学校（上田東高校）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11409">旧小県蚕業学校は1892（明治25）年に設立されました。現在の上田東高校の敷地に移転しました。養蚕教師の養成のために建てられた施設です。全国から生徒が集まっていました。1944（昭和19）年に米軍による爆撃を受けて炎上しました。今でもその痕跡が残っています。</a></td><td class="date">2022-11-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10781">37</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/530/010781.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「café スケッチブック」別所温泉駅から10分ほど歩いたところにあるcaféスケッチブックに行きました。
地産地消にこだわった料理を提供しています。この日はハンバーグランチで、塩田米や自家製の野菜を使っていて美味しかったです。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="café スケッチブック" title="café スケッチブック" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10781">café スケッチブック</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10781">別所温泉駅から10分ほど歩いたところにあるcaféスケッチブックに行きました。
地産地消にこだわった料理を提供しています。この日はハンバーグランチで、塩田米や自家製の野菜を使っていて美味しかったです。</a></td><td class="date">2022-11-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10775">38</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の農産物・特産品　～稲倉の棚田～」上田の特産品をインターネットで調べたところ、以下のような農産物・特産品があることがわかった。

・稲倉の棚田米
・特別栽培米・螢
・そばの花
・りんごの花→シナノスイート・シナノゴールド・秋映
・山口大根
・松茸
・上田産コシヒカリ
・ぶどう



今回は「稲倉の棚田」についてご紹介

[「稲倉の棚田」で触れる四季の美しさ、日本の原風景]
ダイナミックな眺望のコントラストが魅力・
1999年「日本の棚田百選」に認定。

[おいしいお米に最適な水・土・気候]
昔から岩清水地区と呼ばれ、生活水などの汚染がない清らかな湧き水が一番に流れてくる場所。
粘土質の土壌は水分を豊富に蓄え、おいしい米作りに最適。
日照時間の長さもポイントで収穫後の天日干しでおいしさをさらに引き出す。

[昔ながらの”はぜかけ”で育て"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の農産物・特産品　～稲倉の棚田～" title="上田の農産物・特産品　～稲倉の棚田～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10775">上田の農産物・特産品　～稲倉の棚田～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10775">上田の特産品をインターネットで調べたところ、以下のような農産物・特産品があることがわかった。

・稲倉の棚田米
・特別栽培米・螢
・そばの花
・りんごの花→シナノスイート・シナノゴールド・秋映
・山口大根
・松茸
・上田産コシヒカリ
・ぶどう



今回は「稲倉の棚田」についてご紹介

[「稲倉の棚田」で触れる四季の美しさ、日本の原風景]
ダイナミックな眺望のコントラストが魅力・
1999年「日本の棚田百選」に認定。

[おいしいお米に最適な水・土・気候]
昔から岩清水地区と呼ばれ、生活水などの汚染がない清らかな湧き水が一番に流れてくる場所。
粘土質の土壌は水分を豊富に蓄え、おいしい米作りに最適。
日照時間の長さもポイントで収穫後の天日干しでおいしさをさらに引き出す。

[昔ながらの”はぜかけ”で育て</a></td><td class="date">2022-11-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10772">39</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/585/010772.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「生島足島神社」創建は不詳。社伝では、建御名方富命（摂社諏訪神社祭神）が諏訪へ向かっていた時、この地に留まり、生島・足島両神に米粥を煮て献じたという。この伝承から、生島・足島両神は当地の地主神であると見られており、伝承自体は現在も特殊神事の「御籠祭（おこもりさい）」に名残を残している。
赤を貴重とした建物は周りから見ても大変目立っており、訪れたのは平日だったにも関わらず参拝者は多くいた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" 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=10772">生島足島神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10772">創建は不詳。社伝では、建御名方富命（摂社諏訪神社祭神）が諏訪へ向かっていた時、この地に留まり、生島・足島両神に米粥を煮て献じたという。この伝承から、生島・足島両神は当地の地主神であると見られており、伝承自体は現在も特殊神事の「御籠祭（おこもりさい）」に名残を残している。
赤を貴重とした建物は周りから見ても大変目立っており、訪れたのは平日だったにも関わらず参拝者は多くいた。</a></td><td class="date">2022-11-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10030">40</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/520/010030.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の夏」生育の進む稲
背後には分厚い雲
真夏の上田"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の夏" title="上田の夏" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10030">上田の夏</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10030">生育の進む稲
背後には分厚い雲
真夏の上田</a></td><td class="date">2022-10-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9443">41</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/479/009443.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山形県米沢市福田町三島神社夏詣で」山形県米沢市福田町の三島神社今まで神社の夏祭りを
行ったいましたが、コロナ感染の影響でここ２年間は
行えませんでした。昨年からこの期間夏詣で祭りとして
萱輪を制作して夏詣でとして神社の祭りを行っています。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/479/thumbnails/009443.jpg" alt="山形県米沢市福田町三島神社夏詣で" title="山形県米沢市福田町三島神社夏詣で" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9443">山形県米沢市福田町三島神社夏詣で</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9443">山形県米沢市福田町の三島神社今まで神社の夏祭りを
行ったいましたが、コロナ感染の影響でここ２年間は
行えませんでした。昨年からこの期間夏詣で祭りとして
萱輪を制作して夏詣でとして神社の祭りを行っています。</a></td><td class="date">2022-07-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9413">42</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/90/009413.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「YouTubeに関する研究　6/27報告　日本語以外の字幕設定に関して」今週は1本の動画を投稿しました。
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/Lnk6zfmsGiU?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

比較的再生数が多いですが、これは動画のテーマとして今現在日本の鉄道マニアからの注目度が高い「キハ40」という車両を取り上げたからです。

2本以上の投稿を目指すと先週言っていましたがスケジュールの確保に難航しており間に合いませんでした。



今回は海外視聴者向けの動画を作るにあたって重要な字幕について簡単にですが調べてみました。

余談ですが上記の動画で日本語字幕をあえて設定せずに視聴した人も一定数いたようです。

現在私の動画では、英語のみ字幕やタイトルを用意しています。他の成長著しい旅行チャンネルでは、価格表記や寄せられるコメント等から推測するに少なくとも5か国以上の字幕を設定していると考えられます。

私の動画でも複数言語の字"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="YouTubeに関する研究　6/27報告　日本語以外の字幕設定に関して" title="YouTubeに関する研究　6/27報告　日本語以外の字幕設定に関して" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9413">YouTubeに関する研究　6/27報告　日本語以外の字幕設定に関して</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9413">今週は1本の動画を投稿しました。
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/Lnk6zfmsGiU?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

比較的再生数が多いですが、これは動画のテーマとして今現在日本の鉄道マニアからの注目度が高い「キハ40」という車両を取り上げたからです。

2本以上の投稿を目指すと先週言っていましたがスケジュールの確保に難航しており間に合いませんでした。



今回は海外視聴者向けの動画を作るにあたって重要な字幕について簡単にですが調べてみました。

余談ですが上記の動画で日本語字幕をあえて設定せずに視聴した人も一定数いたようです。

現在私の動画では、英語のみ字幕やタイトルを用意しています。他の成長著しい旅行チャンネルでは、価格表記や寄せられるコメント等から推測するに少なくとも5か国以上の字幕を設定していると考えられます。

私の動画でも複数言語の字</a></td><td class="date">2022-06-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8944">43</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/464/008944.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「有喜堂」松本に本店を構えるお煎餅屋の、信州　有喜堂（しんしゅう　ゆうきどう）。特に有名な味噌せんべいは、オリジナルの合わせ味噌を、100％国内産米のお煎餅に塗って乾かすを繰り返し、1枚を3日3晩かけて作るこだわりよう。
恋レモンを食べてみたが、味噌の甘さとレモンのさわやかな味の相性がよくおいしかった。
このお店では、煎餅だけでなくとうふアイスという変わったアイスも売られており、他では食べられない商品を買うことができる。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/464/thumbnails/008944.jpg" alt="有喜堂" title="有喜堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8944">有喜堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8944">松本に本店を構えるお煎餅屋の、信州　有喜堂（しんしゅう　ゆうきどう）。特に有名な味噌せんべいは、オリジナルの合わせ味噌を、100％国内産米のお煎餅に塗って乾かすを繰り返し、1枚を3日3晩かけて作るこだわりよう。
恋レモンを食べてみたが、味噌の甘さとレモンのさわやかな味の相性がよくおいしかった。
このお店では、煎餅だけでなくとうふアイスという変わったアイスも売られており、他では食べられない商品を買うことができる。</a></td><td class="date">2022-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8891">44</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/008891.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「江戸の上田藩中屋敷跡を対岸から望む」▲上：上田藩中屋敷跡を対岸から望む
▼下：『江戸切絵図・浅草御蔵前辺図』の部分（屋敷は松平伊賀守と記されている）
　　　（下記国立国会図書館の図版を使用）

隅田川のこの地点（▲上）は、東京都墨田区横網町になります。ちょうど背後に両国国技館がある辺りの位置です。対岸は浅草橋付近、かつては浅草瓦町と呼ばれた辺りで、上田藩中屋敷の跡地になります。向かって右手方向は幕府の御蔵(米蔵)が建ち並んでいた場所になります。言い換えれば、舟運が物流の主流であった時代、ここがまさにその物流の江戸の中心地でした。

上田藩の江戸屋敷は年代によって変遷します。上屋敷は長らく神田の昌平橋付近にありました。上田藩主松平忠固が老中になったのに伴い、上屋敷は大名小路(現在の皇居外苑)に移ります。その後、幕末はこの"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/008891.jpg" alt="江戸の上田藩中屋敷跡を対岸から望む" title="江戸の上田藩中屋敷跡を対岸から望む" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8891">江戸の上田藩中屋敷跡を対岸から望む</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8891">▲上：上田藩中屋敷跡を対岸から望む
▼下：『江戸切絵図・浅草御蔵前辺図』の部分（屋敷は松平伊賀守と記されている）
　　　（下記国立国会図書館の図版を使用）

隅田川のこの地点（▲上）は、東京都墨田区横網町になります。ちょうど背後に両国国技館がある辺りの位置です。対岸は浅草橋付近、かつては浅草瓦町と呼ばれた辺りで、上田藩中屋敷の跡地になります。向かって右手方向は幕府の御蔵(米蔵)が建ち並んでいた場所になります。言い換えれば、舟運が物流の主流であった時代、ここがまさにその物流の江戸の中心地でした。

上田藩の江戸屋敷は年代によって変遷します。上屋敷は長らく神田の昌平橋付近にありました。上田藩主松平忠固が老中になったのに伴い、上屋敷は大名小路(現在の皇居外苑)に移ります。その後、幕末はこの</a></td><td class="date">2022-05-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8711">45</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/80/008711.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「当研究会発行のブックレット　バックナンバー」号によっては品切れがあります。上田市内の書店でお買い求めください。または上田小県近現代史研究会事務局へお申込みください（下記に住所記載）。

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

号数　ブックレットタイトル　著者　発行年月
1 『<a href=https://d-commons.net/uedagaku/kingen1?c=&p=1645>深町広子と上田自由大学</a>』上原民恵[著] 1995.03,2000[改訂]【品切れ】
2 『<a href=https://d-commons.net/uedagaku/kingen1?c=&p=1646>上田小県地方に空襲があった</a>』新津新生[著] 1996.07,2005[改訂]【品切れ】
2 『<a href=https://d-commons.net/uedagaku/kingen1?c=&p=2167>上田小県地方に空襲があった 増補改訂版</a>』新津新生[著] 2005.07【品切れ】
3 『<a href=https://d-commons.net/uedagaku/kingen1?c=&p=1647>信州の鎌倉　別所温泉―歴史と文化―</a>』上田小県近現代史研究会[編] 1997.10,1998[改訂]【品切れ】
4 『<a href=https://d-commons.net/uedagaku/kingen1?c=&p=2159>金</a></td><td class="date">2022-03-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8709">46</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/449/008709.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ル・ヴァン」柳町にある、言わずと知れた天然酵母のパン屋さん
古民家を利用して雰囲気があり、来たら必ず行ってしまいます。
２階の畳とちゃぶ台の空間も、1階の庭が見えるレストランもどちらも好きです。店頭で、食べきれないほどパンを選んで。持ち帰ったりもします。
こちらは、２月にお邪魔した際のプレート。ごぼうのスープと赤米のキッシュ、パン２種とお惣菜・サラダです。
身体によさそうな滋味を感じる一皿でした。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/449/thumbnails/008709.jpg" alt="ル・ヴァン" title="ル・ヴァン" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8709">ル・ヴァン</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8709">柳町にある、言わずと知れた天然酵母のパン屋さん
古民家を利用して雰囲気があり、来たら必ず行ってしまいます。
２階の畳とちゃぶ台の空間も、1階の庭が見えるレストランもどちらも好きです。店頭で、食べきれないほどパンを選んで。持ち帰ったりもします。
こちらは、２月にお邪魔した際のプレート。ごぼうのスープと赤米のキッシュ、パン２種とお惣菜・サラダです。
身体によさそうな滋味を感じる一皿でした。</a></td><td class="date">2022-03-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8686">47</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/449/008686.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田での教員時代」志津衛さんが上田にいた頃の校舎。
当時学校火災があり、久米正雄さんのお父様が殉職されていて、その出来事に影響を受けたのか？当時の教育者の共通認識だったのか？すでに引き上げられていたので、行き違いによる殉死は避けられなかったのかなと思います。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/449/thumbnails/008686.jpg" alt="上田での教員時代" title="上田での教員時代" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8686">上田での教員時代</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8686">志津衛さんが上田にいた頃の校舎。
当時学校火災があり、久米正雄さんのお父様が殉職されていて、その出来事に影響を受けたのか？当時の教育者の共通認識だったのか？すでに引き上げられていたので、行き違いによる殉死は避けられなかったのかなと思います。</a></td><td class="date">2022-02-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8660">48</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「まとめ・参考文献」【まとめ】
今回は本を読む時間をとることができなく、ネットでの情報のみとなりましたが、楽しみながら調べることが出来ました。しかし物語についての情報はあったのですが、詳しい情報はすぐに見つけるのが難しく、計画的にやっておくべきだったと後悔しました。

【参考文献】2022/2/15参照
祈り岩〔源平屋島合戦古戦場〕｜高松市
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/bunka/bunkazai/shiteibunkazai/shiseki/inoriiwa.html
扇の的弓道大会｜日光の伝統行事｜日光観光ライブ情報局
http://nikko.4-seasons.jp/festival/function_detail.shtml?0:41
郷土の誉れ那須与一｜大田原市
https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2013082771858/
玄性寺 大田原市観光協会 栃木県大田原市の観光案内
https://www.ohtawara.info/spot_detail.html?id=6
那須与一が愛したお寺：即成院｜レンタサイクル京都ecoトリップ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="まとめ・参考文献" title="まとめ・参考文献" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8660">まとめ・参考文献</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8660">【まとめ】
今回は本を読む時間をとることができなく、ネットでの情報のみとなりましたが、楽しみながら調べることが出来ました。しかし物語についての情報はあったのですが、詳しい情報はすぐに見つけるのが難しく、計画的にやっておくべきだったと後悔しました。

【参考文献】2022/2/15参照
祈り岩〔源平屋島合戦古戦場〕｜高松市
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/bunka/bunkazai/shiteibunkazai/shiseki/inoriiwa.html
扇の的弓道大会｜日光の伝統行事｜日光観光ライブ情報局
http://nikko.4-seasons.jp/festival/function_detail.shtml?0:41
郷土の誉れ那須与一｜大田原市
https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2013082771858/
玄性寺 大田原市観光協会 栃木県大田原市の観光案内
https://www.ohtawara.info/spot_detail.html?id=6
那須与一が愛したお寺：即成院｜レンタサイクル京都ecoトリップ</a></td><td class="date">2022-02-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8659">49</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「那須与一ゆかりの地」　那須与一のゆかりの地は各地にあります。今回は3つ紹介します。

　1つ目は栃木県大田原市にある『玄性寺』です。境内には与一をはじめとする那須一族の供養塔が残っています。また、矢剪石という巨石があり、与一が扇の的を射抜いた時、この石に亀裂が走ったと言われています。

　2つ目は京都府京都市にある『即成院』です。突然病に倒れた与一は即成院で療養しました。熱心な祈願により病が治り、功績(扇の的)をあげることができた与一は、その後も即成院で生涯を終えたと言われています。与一のお墓があります。

　3つ目は香川県高松市牟礼町にある『祈り岩(駒立岩)』です。扇の的を射る前に、与一がこの岩に向かい、「南無八幡大菩薩、別してはわが国の神明日光権現、宇都宮那須湯泉大明神、願わくはあの扇の真中射させ給えか"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="那須与一ゆかりの地" title="那須与一ゆかりの地" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8659">那須与一ゆかりの地</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8659">　那須与一のゆかりの地は各地にあります。今回は3つ紹介します。

　1つ目は栃木県大田原市にある『玄性寺』です。境内には与一をはじめとする那須一族の供養塔が残っています。また、矢剪石という巨石があり、与一が扇の的を射抜いた時、この石に亀裂が走ったと言われています。

　2つ目は京都府京都市にある『即成院』です。突然病に倒れた与一は即成院で療養しました。熱心な祈願により病が治り、功績(扇の的)をあげることができた与一は、その後も即成院で生涯を終えたと言われています。与一のお墓があります。

　3つ目は香川県高松市牟礼町にある『祈り岩(駒立岩)』です。扇の的を射る前に、与一がこの岩に向かい、「南無八幡大菩薩、別してはわが国の神明日光権現、宇都宮那須湯泉大明神、願わくはあの扇の真中射させ給えか</a></td><td class="date">2022-02-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8658">50</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「那須さんと椎葉さんだらけ！宮崎県椎葉村」　壇ノ浦の戦いに敗れた平家の武士たちは、追っ手から逃れるために各地の山奥へと入り、椎葉へとたどりつきました。那須与一も追討を命じられましたが、病気のため、代わりに弟の那須大八郎宗久が追討へと向かいました。しかし、そこで彼が見たのは農耕をしてひっそりと暮らす落人たち。哀れに思った大八郎は追討を断念し、幕府には追討を果たしたと報告しました。この後ふつうなら帰りますが、大八郎はこの地にとどまり、平清盛の末裔の鶴富姫と出会います。二人は深い仲になりましたが、幕府から帰還の命令が出され、大八郎は帰らなければならなくなりました。この時にはすでに鶴富姫は身ごもっており、大八郎は「生まれた子が男子ならわが故郷下野国へ、女ならこの地で育てよ。」と言い残し、椎葉を後にします。生まれたのは女の子"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="那須さんと椎葉さんだらけ！宮崎県椎葉村" title="那須さんと椎葉さんだらけ！宮崎県椎葉村" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8658">那須さんと椎葉さんだらけ！宮崎県椎葉村</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8658">　壇ノ浦の戦いに敗れた平家の武士たちは、追っ手から逃れるために各地の山奥へと入り、椎葉へとたどりつきました。那須与一も追討を命じられましたが、病気のため、代わりに弟の那須大八郎宗久が追討へと向かいました。しかし、そこで彼が見たのは農耕をしてひっそりと暮らす落人たち。哀れに思った大八郎は追討を断念し、幕府には追討を果たしたと報告しました。この後ふつうなら帰りますが、大八郎はこの地にとどまり、平清盛の末裔の鶴富姫と出会います。二人は深い仲になりましたが、幕府から帰還の命令が出され、大八郎は帰らなければならなくなりました。この時にはすでに鶴富姫は身ごもっており、大八郎は「生まれた子が男子ならわが故郷下野国へ、女ならこの地で育てよ。」と言い残し、椎葉を後にします。生まれたのは女の子</a></td><td class="date">2022-02-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8657">51</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「那須与一に関係するイベントなど」『扇の的弓道大会』
　　中禅寺湖に浮かんだ船の上の扇を的とした弓道大会です。毎年約1500人が参加します。私も中学生の時に参加したことがあり、先輩から先頭の船に乗っている巫女の人形の名前はキャサリンだと教えられました。根拠はないため、ひとつの噂話として頭に入れていただけるとうれしいです。
　場所→栃木県日光市中宮祠
　日時→8月４日　8：00～15：00

『与一弓道大会』
　　那須与一の偉業を顕彰するための大会です。中高生の参加者は県北地区居住者に限られます。的が扇型になっています。
　場所→大田原市福原玄性寺与一弓道場

『大田原与一まつり』
　　那須与一を称えるまつりです。昼の部には武者行列、子供みこしが、夜の部には与一踊りがあります。令和2年度から令和4年度の3年間休止されています。

『扇の"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="那須与一に関係するイベントなど" title="那須与一に関係するイベントなど" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8657">那須与一に関係するイベントなど</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8657">『扇の的弓道大会』
　　中禅寺湖に浮かんだ船の上の扇を的とした弓道大会です。毎年約1500人が参加します。私も中学生の時に参加したことがあり、先輩から先頭の船に乗っている巫女の人形の名前はキャサリンだと教えられました。根拠はないため、ひとつの噂話として頭に入れていただけるとうれしいです。
　場所→栃木県日光市中宮祠
　日時→8月４日　8：00～15：00

『与一弓道大会』
　　那須与一の偉業を顕彰するための大会です。中高生の参加者は県北地区居住者に限られます。的が扇型になっています。
　場所→大田原市福原玄性寺与一弓道場

『大田原与一まつり』
　　那須与一を称えるまつりです。昼の部には武者行列、子供みこしが、夜の部には与一踊りがあります。令和2年度から令和4年度の3年間休止されています。

『扇の</a></td><td class="date">2022-02-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8656">52</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「那須与一とは」　那須与一は、『平家物語』や『源平盛衰記』に登場する武将です。与一とは10あまり1、つまり11男を示す通称となっています。その名の通り10人兄がいますが、10人のうち9人が平氏の味方となり、残る1人も罪を得てしまったため、与一が家督を継ぎました。その後与一は彼らに那須各地を分地します。屋島の戦いにて扇の的を射ったことで有名です。

　誕生日は不明で、京都伏見にて病死、即成院に埋葬されたと伝えられています。しかしその年月日は史料により異なり、那須系図(那須隆氏蔵)、那須拾遺記によると1189年8月8日、那須系図(続群書類従)によると1190年10月となっています。

　那須与一が頼朝より与えられたと伝えられる荘園は以下の五つです。
・丹波国五賀庄(京都府船井郡日吉町)
・信濃国角豆庄(長野県松本市、塩尻市)
・若狭国東宮"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="那須与一とは" title="那須与一とは" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8656">那須与一とは</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8656">　那須与一は、『平家物語』や『源平盛衰記』に登場する武将です。与一とは10あまり1、つまり11男を示す通称となっています。その名の通り10人兄がいますが、10人のうち9人が平氏の味方となり、残る1人も罪を得てしまったため、与一が家督を継ぎました。その後与一は彼らに那須各地を分地します。屋島の戦いにて扇の的を射ったことで有名です。

　誕生日は不明で、京都伏見にて病死、即成院に埋葬されたと伝えられています。しかしその年月日は史料により異なり、那須系図(那須隆氏蔵)、那須拾遺記によると1189年8月8日、那須系図(続群書類従)によると1190年10月となっています。

　那須与一が頼朝より与えられたと伝えられる荘園は以下の五つです。
・丹波国五賀庄(京都府船井郡日吉町)
・信濃国角豆庄(長野県松本市、塩尻市)
・若狭国東宮</a></td><td class="date">2022-02-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8637">53</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/425/008637.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「日米和親条約と日米修好通商条約」出典：Wikipedia 下関戦争https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%A2%E6%88%A6%E4%BA%89

　最後に、忠固が関わった二つの条約について詳しく見ていきたい。
　日米和親条約の調印前に忠固(当時は忠優)は徳川斉昭との論争を制し、城中評議の場で五年後の交易承認という結論が出ていた。評議の翌日、斉昭は抗議の意思から参与辞職の意向を、自らの参与就任を推薦した老中首座の阿部正弘に伝えた。これを受けて阿部は、参与辞職を思いとどまらせるために会議の結論を覆し、交易の承認をしないという決定をした。そして日米和親条約は交渉術で勝った日本がアメリカから譲歩を引き出し、漂流民の人道的な扱いや食料・薪水・石炭の供与、長崎・下田・函館の開港などの内容に留まった。日米和親条約締結後、斉昭はアメリカの条約に基づいた「下田三箇条」と呼"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/425/thumbnails/008637.jpg" alt="日米和親条約と日米修好通商条約" title="日米和親条約と日米修好通商条約" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8637">日米和親条約と日米修好通商条約</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8637">出典：Wikipedia 下関戦争https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%A2%E6%88%A6%E4%BA%89

　最後に、忠固が関わった二つの条約について詳しく見ていきたい。
　日米和親条約の調印前に忠固(当時は忠優)は徳川斉昭との論争を制し、城中評議の場で五年後の交易承認という結論が出ていた。評議の翌日、斉昭は抗議の意思から参与辞職の意向を、自らの参与就任を推薦した老中首座の阿部正弘に伝えた。これを受けて阿部は、参与辞職を思いとどまらせるために会議の結論を覆し、交易の承認をしないという決定をした。そして日米和親条約は交渉術で勝った日本がアメリカから譲歩を引き出し、漂流民の人道的な扱いや食料・薪水・石炭の供与、長崎・下田・函館の開港などの内容に留まった。日米和親条約締結後、斉昭はアメリカの条約に基づいた「下田三箇条」と呼</a></td><td class="date">2022-02-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8636">54</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/448/008636.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「「私の地域探求」一覧(情報通信文化論2021成果物)」<font color=orange>★</font>：マイテーマ　<font color=orange>◆</font>：探求者のマイサイトにリンク　【１】～【７】の地域は上田

<b>【１】上田の歴史</b>
<font color=orange>★</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/yoto1221?t=138>1「上田藩第6代藩主 松平忠固」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/yoto1221>yo-to</a>)
<font color=orange>★</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/joji20021984?t=12>2「上田の歴史（貿易、蚕糸業、金融）」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/joji20021984>じょうじ</a>)
<font color=orange>◆</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/urio815>3「明治の上田での生活」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/urio815>Ｔ</a>)
<font color=orange>★</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/2611418790no?t=150>4「戦時中の暮らしについて」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/2611418790no>みるくた"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/448/thumbnails/008636.jpg" alt="「私の地域探求」一覧(情報通信文化論2021成果物)" title="「私の地域探求」一覧(情報通信文化論2021成果物)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8636">「私の地域探求」一覧(情報通信文化論2021成果物)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8636"><font color=orange>★</font>：マイテーマ　<font color=orange>◆</font>：探求者のマイサイトにリンク　【１】～【７】の地域は上田

<b>【１】上田の歴史</b>
<font color=orange>★</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/yoto1221?t=138>1「上田藩第6代藩主 松平忠固」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/yoto1221>yo-to</a>)
<font color=orange>★</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/joji20021984?t=12>2「上田の歴史（貿易、蚕糸業、金融）」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/joji20021984>じょうじ</a>)
<font color=orange>◆</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/urio815>3「明治の上田での生活」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/urio815>Ｔ</a>)
<font color=orange>★</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/2611418790no?t=150>4「戦時中の暮らしについて」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/2611418790no>みるくた</a></td><td class="date">2022-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8557">55</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/426/008557.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「米じゃなくて麦?　麥の増産に就て(『西塩田時報』第11号(1943年11月10日)1頁)」　日本はお米のイメージがあるがこの記事では麦の生産が奨励されている。お米は水も多く使うし、時間もかかるということでこの時期は早く生産できる麦が奨励されていたのでは。
　私達が毎日食べてられるのは農家さんであったり、漁師さんのおかげである。今こうやって食べられる時代に感謝をしたい。

出典元：　
『西塩田時報』第11号(1943年11月10日)1頁"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/426/thumbnails/008557.jpg" alt="米じゃなくて麦?　麥の増産に就て(『西塩田時報』第11号(1943年11月10日)1頁)" title="米じゃなくて麦?　麥の増産に就て(『西塩田時報』第11号(1943年11月10日)1頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8557">米じゃなくて麦?　麥の増産に就て(『西塩田時報』第11号(1943年11月10日)1頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8557">　日本はお米のイメージがあるがこの記事では麦の生産が奨励されている。お米は水も多く使うし、時間もかかるということでこの時期は早く生産できる麦が奨励されていたのでは。
　私達が毎日食べてられるのは農家さんであったり、漁師さんのおかげである。今こうやって食べられる時代に感謝をしたい。

出典元：　
『西塩田時報』第11号(1943年11月10日)1頁</a></td><td class="date">2022-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8514">56</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/425/008514.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「老中としての松平忠固」出典：横浜美術館「コレクション紹介」https://yokohama.art.museum/collection/collection.html
　
　忠固は、すでに日米和親条約の頃から閣内で交易通商論を唱えており、ペリーとの条約交渉の当初から交易通商を条約に含めようとしていた。そこに立ちふさがったのが徳川御三家の水戸の前藩主で、尊王攘夷思想の震源徳川斉昭である。日米和親条約調印の翌年、斉昭によって失脚に追い込まれたもののハリスとの通商条約交渉に際して忠固は老中に復帰し、井伊直弼の調印には勅許を必要とするとの訴えを押し切って調印を断行した。その後責任を負い失脚した。
　以上の老中としての行動からは、忠固の信念強さがうかがえる。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/425/thumbnails/008514.jpg" alt="老中としての松平忠固" title="老中としての松平忠固" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8514">老中としての松平忠固</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8514">出典：横浜美術館「コレクション紹介」https://yokohama.art.museum/collection/collection.html
　
　忠固は、すでに日米和親条約の頃から閣内で交易通商論を唱えており、ペリーとの条約交渉の当初から交易通商を条約に含めようとしていた。そこに立ちふさがったのが徳川御三家の水戸の前藩主で、尊王攘夷思想の震源徳川斉昭である。日米和親条約調印の翌年、斉昭によって失脚に追い込まれたもののハリスとの通商条約交渉に際して忠固は老中に復帰し、井伊直弼の調印には勅許を必要とするとの訴えを押し切って調印を断行した。その後責任を負い失脚した。
　以上の老中としての行動からは、忠固の信念強さがうかがえる。</a></td><td class="date">2022-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8511">57</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/425/008511.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「松平忠固とは」　松平忠固(1812年～1859年)は上田藩の第6代藩主(上田城主に直すと真田昌幸から数えて11代目)で、日米和親条約と日米修好通商条約の調印時に老中を務めた人物である。最初の老中就任時は「忠優(ただます)」という名で、二度目の時は「忠固(ただかた)」に改名している。
忠固は終始一貫して開国と交易を主張し、徳川斉昭や井伊直弼と対立しながらも二つの条約の調印を断行した。その一方で、養蚕業を推進して海外輸出の地盤を固め、日本経済の礎を築いた。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/425/thumbnails/008511.jpg" alt="松平忠固とは" title="松平忠固とは" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8511">松平忠固とは</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8511">　松平忠固(1812年～1859年)は上田藩の第6代藩主(上田城主に直すと真田昌幸から数えて11代目)で、日米和親条約と日米修好通商条約の調印時に老中を務めた人物である。最初の老中就任時は「忠優(ただます)」という名で、二度目の時は「忠固(ただかた)」に改名している。
忠固は終始一貫して開国と交易を主張し、徳川斉昭や井伊直弼と対立しながらも二つの条約の調印を断行した。その一方で、養蚕業を推進して海外輸出の地盤を固め、日本経済の礎を築いた。</a></td><td class="date">2022-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8396">58</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/385/008396.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩沢　観光」塩沢の観光は、歴史と、雪と、名産の主に3つからなる。
歴史は、過去に三国街道として栄えた塩沢の街並みを再現した、牧之通りがある。写真は牧之通り。
雪としては、スキー産業やなどが挙げられる。高速からアクセス1分など、首都圏からのアクセスが良いことが特徴である。
名産としては、米、酒などが挙げられる。付近の越後湯沢駅には、ぼんしゅ館というお酒を少しずつ楽しめる場所がある。

参考
<a href=https://www.ponshukan.com/yuzawa/>越後湯沢駅|ぽんしゅ館</a>
<a href=https://m-uonuma.jp/area01>南魚沼観光協会</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/385/thumbnails/008396.jpg" alt="塩沢　観光" title="塩沢　観光" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8396">塩沢　観光</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8396">塩沢の観光は、歴史と、雪と、名産の主に3つからなる。
歴史は、過去に三国街道として栄えた塩沢の街並みを再現した、牧之通りがある。写真は牧之通り。
雪としては、スキー産業やなどが挙げられる。高速からアクセス1分など、首都圏からのアクセスが良いことが特徴である。
名産としては、米、酒などが挙げられる。付近の越後湯沢駅には、ぼんしゅ館というお酒を少しずつ楽しめる場所がある。

参考
<a href=https://www.ponshukan.com/yuzawa/>越後湯沢駅|ぽんしゅ館</a>
<a href=https://m-uonuma.jp/area01>南魚沼観光協会</a></a></td><td class="date">2022-02-02</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8388">59</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/391/008388.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「虚空蔵山」調べたところ上田市以外に松本市にも虚空蔵山という名の山があるそうですが、今回は上田の方の虚空蔵山を紹介します。
標高は1077mと低く、近くには以前紹介した太郎山があります。ただ山道は勾配が大きいそうで、地面も岩が結構あって少しだけ危険です。私はそういう道が好きなのでおすすめします。
2016年に「虚空蔵山米担ぎ大会」という催しが開かれていたそうです。今後コロナが収まり次第
開かれる可能性があるので、興味がわいた人がいれば参加してみてください。

参考：長野県魅力発見部「上小の里山歩き③～上田市虚空蔵山編」https://blog.nagano-ken.jp/josho/info/11548.html（2022/02/02)
松本商工会議所ポータルサイト-みごろ-「第二回虚空蔵山米かつぎマラソン大会」https://migoro.mcci.or.jp/feature/detail/2016072100027/（2022/02/02)"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/391/thumbnails/008388.jpg" alt="虚空蔵山" title="虚空蔵山" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8388">虚空蔵山</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8388">調べたところ上田市以外に松本市にも虚空蔵山という名の山があるそうですが、今回は上田の方の虚空蔵山を紹介します。
標高は1077mと低く、近くには以前紹介した太郎山があります。ただ山道は勾配が大きいそうで、地面も岩が結構あって少しだけ危険です。私はそういう道が好きなのでおすすめします。
2016年に「虚空蔵山米担ぎ大会」という催しが開かれていたそうです。今後コロナが収まり次第
開かれる可能性があるので、興味がわいた人がいれば参加してみてください。

参考：長野県魅力発見部「上小の里山歩き③～上田市虚空蔵山編」https://blog.nagano-ken.jp/josho/info/11548.html（2022/02/02)
松本商工会議所ポータルサイト-みごろ-「第二回虚空蔵山米かつぎマラソン大会」https://migoro.mcci.or.jp/feature/detail/2016072100027/（2022/02/02)</a></td><td class="date">2022-02-02</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8357">60</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/397/008357.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西塩田の耕作地」耕作地のビニールハウス近くにワラやイネが干してある所があり、そこにスズメの群れが集まって米をついばんでいた。夏は山や森に虫や新芽など餌が豊富にあるためあまり頻繁には人里に降りてこないが、冬になると事情は違ってくる。虫もおらず木々の葉が枯れた冬は鳥たちにとっても過酷で、餌を探すために人里の身近な所まで降りてくる。今回のように農家が残したコメなどを食べにくるという例は、厳しい冬を生き抜く野鳥の人間への適応の良い例だと思った。
スズメはたくさんいるように見えるが実は数が減少傾向にある野鳥だ。このような景色はもしかしたら数十年後には見られなくなるかもしれない。

観察した野鳥
・スズメ
・ツグミ"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/397/thumbnails/008357.jpg" alt="西塩田の耕作地" title="西塩田の耕作地" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8357">西塩田の耕作地</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8357">耕作地のビニールハウス近くにワラやイネが干してある所があり、そこにスズメの群れが集まって米をついばんでいた。夏は山や森に虫や新芽など餌が豊富にあるためあまり頻繁には人里に降りてこないが、冬になると事情は違ってくる。虫もおらず木々の葉が枯れた冬は鳥たちにとっても過酷で、餌を探すために人里の身近な所まで降りてくる。今回のように農家が残したコメなどを食べにくるという例は、厳しい冬を生き抜く野鳥の人間への適応の良い例だと思った。
スズメはたくさんいるように見えるが実は数が減少傾向にある野鳥だ。このような景色はもしかしたら数十年後には見られなくなるかもしれない。

観察した野鳥
・スズメ
・ツグミ</a></td><td class="date">2022-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8325">61</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「4　年表からひもとく」坂井村誌内の年表を一部引用し、特に重要な部分をまとめた。

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

<h3>昭和12年（1937年）</h3>
・<strong>盧溝橋事件が勃発。村内の予備兵に召集下令があり、村内に一気に緊張感が流れた。</strong>
・銃後後援会（後に奉公会）結成、村防護団結成・応召家庭の農作業奉仕。
・軍の指示により、初めて防空演習が行われる。
・国防婦人会結成（全村）、国民精神総動員長野県実行委員会（会長・県知事）坂井村支部（支部長・村長）結成。
⇒日中全面戦争の開始に伴って始められた、国民の戦争協力を促す官製国民運動。「精動」と略されることもある。1937年（昭和12）8月第一次近衛文麿(このえふみまろ)内閣は「国民精神総動員実施要綱」を閣議決定し、同年10月「挙国一致、尽忠(じんちゅう)報国、堅忍(けんにん)持久」のスローガンのもとに国民精神総動員</a></td><td class="date">2022-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8285">62</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/389/008285.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「満州移民②」こちらの記事は先ほど紹介した小林信悟さんの満州での生活を記したものである。
これを見る限り、渡った先では農耕班として農業をしており、食事に関しても毎日白いお米を食べることができたり、週一でカレーを食べていたりと充実しているように見えた。休日に関しては、月に2～3回と現代と比べればとても少なく感じた。こちらの資料も実際の生活状況が伺える貴重な資料であると感じた。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/389/thumbnails/008285.png" alt="満州移民②" title="満州移民②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8285">満州移民②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8285">こちらの記事は先ほど紹介した小林信悟さんの満州での生活を記したものである。
これを見る限り、渡った先では農耕班として農業をしており、食事に関しても毎日白いお米を食べることができたり、週一でカレーを食べていたりと充実しているように見えた。休日に関しては、月に2～3回と現代と比べればとても少なく感じた。こちらの資料も実際の生活状況が伺える貴重な資料であると感じた。</a></td><td class="date">2022-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8236">63</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/008236.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）」当時の上田は、高品質な蚕種・生糸の生産と、三吉米熊らによる人材育成により、近代日本の主要産業であった蚕糸業の発展に大きく貢献し、「蚕都上田」と称された。
この講堂ほとんど改変を受けることなく建築当初の姿を残しており、現存する近代の中・高等教育施設の建造物としては屈指のものだ。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/008236.jpg" alt="信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）" title="信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8236">信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8236">当時の上田は、高品質な蚕種・生糸の生産と、三吉米熊らによる人材育成により、近代日本の主要産業であった蚕糸業の発展に大きく貢献し、「蚕都上田」と称された。
この講堂ほとんど改変を受けることなく建築当初の姿を残しており、現存する近代の中・高等教育施設の建造物としては屈指のものだ。</a></td><td class="date">2023-05-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=7076">64</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/410/007076.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「那須与一」【このテーマを選んだ理由】
祖父母が九州に旅行に行った際「那須」という名字が那須与一の家に由来するという話を聞いたらしく、那須与一についてより深く知りたい、みんなに知って欲しいと思ったからです。
【何を探求・アウトプットするか】
那須与一やその周辺人物に関する話を県内外問わず探そうと思います。
【具体的に使う資料】
まだ決まっていませんが、栃木県、宮崎県の資料を中心に調べていきたいと思います。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/410/thumbnails/007076.jpg" alt="那須与一" title="那須与一" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=7076">那須与一</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=7076">【このテーマを選んだ理由】
祖父母が九州に旅行に行った際「那須」という名字が那須与一の家に由来するという話を聞いたらしく、那須与一についてより深く知りたい、みんなに知って欲しいと思ったからです。
【何を探求・アウトプットするか】
那須与一やその周辺人物に関する話を県内外問わず探そうと思います。
【具体的に使う資料】
まだ決まっていませんが、栃木県、宮崎県の資料を中心に調べていきたいと思います。</a></td><td class="date">2021-12-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=7041">65</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/393/007041.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「米久肉店」　アリオ前にある、お持ち帰り専門の焼き鳥屋「米久肉店」。こちらでは信州上田の名物である「美味だれ」を焼き鳥にかけて食べることが出来る。1本60円という低価格で、私は「もも・ねぎま」を計20本ほど購入した。

　家へ帰宅し、容器を開けてみると、焼き鳥と美味だれの香りがぶわっと広がり、食欲がさらにそそられる。お肉は絶妙な焼き加減でぷりぷりしていて、甘いたれがよく合い、いくらでも食べられてしまいそうだった。

　注文は早めに電話をしたほうがいいと思う。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/393/thumbnails/007041.jpg" alt="米久肉店" title="米久肉店" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=7041">米久肉店</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=7041">　アリオ前にある、お持ち帰り専門の焼き鳥屋「米久肉店」。こちらでは信州上田の名物である「美味だれ」を焼き鳥にかけて食べることが出来る。1本60円という低価格で、私は「もも・ねぎま」を計20本ほど購入した。

　家へ帰宅し、容器を開けてみると、焼き鳥と美味だれの香りがぶわっと広がり、食欲がさらにそそられる。お肉は絶妙な焼き加減でぷりぷりしていて、甘いたれがよく合い、いくらでも食べられてしまいそうだった。

　注文は早めに電話をしたほうがいいと思う。</a></td><td class="date">2021-12-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5855">66</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/422/005855.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「農家恐慌の実態（『西塩田時報』第1号(1934年10月1日)4頁）」この記事は、面白いというより読んでいて当時の農家の実態のひどさが印象に残ったから選んだ。
私たちは、様々な恐慌についても、過去の出来事として学んでいるがここに書かれたものだと、現実味があって当時の苦労していた様子がリアルに伝わってきた。
馬鈴薯を主食にして１日に一回位の米粒を口にするものは上乗とされているとか、僅かな塩で飢えを充たしているとか。このような時代があったことを知っておく必要があるし、みんなに読んで欲しいと思った。
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0579.jpg"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/422/thumbnails/005855.jpg" alt="農家恐慌の実態（『西塩田時報』第1号(1934年10月1日)4頁）" title="農家恐慌の実態（『西塩田時報』第1号(1934年10月1日)4頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5855">農家恐慌の実態（『西塩田時報』第1号(1934年10月1日)4頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5855">この記事は、面白いというより読んでいて当時の農家の実態のひどさが印象に残ったから選んだ。
私たちは、様々な恐慌についても、過去の出来事として学んでいるがここに書かれたものだと、現実味があって当時の苦労していた様子がリアルに伝わってきた。
馬鈴薯を主食にして１日に一回位の米粒を口にするものは上乗とされているとか、僅かな塩で飢えを充たしているとか。このような時代があったことを知っておく必要があるし、みんなに読んで欲しいと思った。
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0579.jpg</a></td><td class="date">2021-12-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5813">67</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/410/005813.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「働くものが幸福になる！　民主政府は總選擧で　總選擧に當り國民はいかにその貴き一票を行使するか？聞け!!村民の血の叫びを！(『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁)」選挙において、よく考えて投票することを呼びかけている。

よく調べずに「名前を聞いたことのある人だから」という理由だけで投票してしまったことがあるので、とても身に沁みる。自分の一票が政治を変えるのだとよく意識して投票するべきだと感じた。

この記事は以下から参照できます。
#985 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0985.jpg>『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/410/thumbnails/005813.png" alt="働くものが幸福になる！　民主政府は總選擧で　總選擧に當り國民はいかにその貴き一票を行使するか？聞け!!村民の血の叫びを！(『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁)" title="働くものが幸福になる！　民主政府は總選擧で　總選擧に當り國民はいかにその貴き一票を行使するか？聞け!!村民の血の叫びを！(『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5813">働くものが幸福になる！　民主政府は總選擧で　總選擧に當り國民はいかにその貴き一票を行使するか？聞け!!村民の血の叫びを！(『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5813">選挙において、よく考えて投票することを呼びかけている。

よく調べずに「名前を聞いたことのある人だから」という理由だけで投票してしまったことがあるので、とても身に沁みる。自分の一票が政治を変えるのだとよく意識して投票するべきだと感じた。

この記事は以下から参照できます。
#985 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0985.jpg>『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁</a></a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5812">68</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/410/005812.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「鄕土出身將兵　慰問原稿募集！(『西塩田村公報』第8号(1943年5月5日)3頁)」兵士への慰問品を募集している。
寫生畫は写生画、漫畫は漫画、寫眞は写真のことである。

兵士は人間であり、苦しい中戦っていたということを認識させられた。

この記事は以下から参照できます。
#939 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0939.jpg>『西塩田村公報』第8号(1943年5月5日)3頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/410/thumbnails/005812.png" alt="鄕土出身將兵　慰問原稿募集！(『西塩田村公報』第8号(1943年5月5日)3頁)" title="鄕土出身將兵　慰問原稿募集！(『西塩田村公報』第8号(1943年5月5日)3頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5812">鄕土出身將兵　慰問原稿募集！(『西塩田村公報』第8号(1943年5月5日)3頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5812">兵士への慰問品を募集している。
寫生畫は写生画、漫畫は漫画、寫眞は写真のことである。

兵士は人間であり、苦しい中戦っていたということを認識させられた。

この記事は以下から参照できます。
#939 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0939.jpg>『西塩田村公報』第8号(1943年5月5日)3頁</a></a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5331">69</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/194/005331.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蛇石」蛇石
碑文

蛇石の由来
蛇堀川の南、加増村の字袖川原に、長さ六米、幅
二米、高さ一・五米の巨大な自然石で、その上には
小祠が立てられていて、石の周囲に大きな筋目
二条ついている。この石を蛇石とよんでいる。
伝説によると、近くの堀川に大蛇が生息して
おり、夜になると出てきて、その石に横たわり、
通って畑を荒し百姓を苦しめたという。
蛇石様として祀ったので、その後は災がなく
なり二条の筋目は大蛇のとぐろの跡だといい
伝えている。子どもの臍の緒をあげると、虫を
痛まないといわれている。
この石は享禄四年（一五三一）十一月二十二日から
二十三日にかけての大雪と浅間の噴火によって
蛇堀川に沿って土石流で押し出し、七尋石などと
同じ時に、ここに流れ着いたものと考えられている。
祭神は蛇で神様の使"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/194/thumbnails/005331.jpg" alt="蛇石" title="蛇石" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5331">蛇石</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5331">蛇石
碑文

蛇石の由来
蛇堀川の南、加増村の字袖川原に、長さ六米、幅
二米、高さ一・五米の巨大な自然石で、その上には
小祠が立てられていて、石の周囲に大きな筋目
二条ついている。この石を蛇石とよんでいる。
伝説によると、近くの堀川に大蛇が生息して
おり、夜になると出てきて、その石に横たわり、
通って畑を荒し百姓を苦しめたという。
蛇石様として祀ったので、その後は災がなく
なり二条の筋目は大蛇のとぐろの跡だといい
伝えている。子どもの臍の緒をあげると、虫を
痛まないといわれている。
この石は享禄四年（一五三一）十一月二十二日から
二十三日にかけての大雪と浅間の噴火によって
蛇堀川に沿って土石流で押し出し、七尋石などと
同じ時に、ここに流れ着いたものと考えられている。
祭神は蛇で神様の使</a></td><td class="date">2021-11-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5259">70</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/393/005259.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「モリタ」上田駅近くにある、昔から営業している中華料理屋。店内は落ち着いた中にも心地よい騒がしさがあり、実家を思い出させるような雰囲気であった。メニューを見ると「安い」という感覚を真っ先に感じた。この値段であれだけの量を食べることが出来れば、文句なしだなと思った。

 私は「チャーハンセット」を頼んだ。料理が提供されると、ラーメンの醤油のいい匂い、そしてチャーハンのほんの少し焦げるまで炒められた食欲をそそる匂いが、すでに空腹であった私の胃を刺激する。すぐに食べる行為へと取り掛かり、ラーメンはあっさりとした醤油の味で汁と麺が絡み、最後の一滴まで飲めてしまうほどであった。そしてチャーハンは卵ふわふわ、米パラパラ。加えて、焦げている部分がさらにおいしく病みつきになるほどだった。

 お財布にやさ"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/393/thumbnails/005259.jpg" alt="モリタ" title="モリタ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5259">モリタ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5259">上田駅近くにある、昔から営業している中華料理屋。店内は落ち着いた中にも心地よい騒がしさがあり、実家を思い出させるような雰囲気であった。メニューを見ると「安い」という感覚を真っ先に感じた。この値段であれだけの量を食べることが出来れば、文句なしだなと思った。

 私は「チャーハンセット」を頼んだ。料理が提供されると、ラーメンの醤油のいい匂い、そしてチャーハンのほんの少し焦げるまで炒められた食欲をそそる匂いが、すでに空腹であった私の胃を刺激する。すぐに食べる行為へと取り掛かり、ラーメンはあっさりとした醤油の味で汁と麺が絡み、最後の一滴まで飲めてしまうほどであった。そしてチャーハンは卵ふわふわ、米パラパラ。加えて、焦げている部分がさらにおいしく病みつきになるほどだった。

 お財布にやさ</a></td><td class="date">2021-11-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4846">71</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/004846.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田探訪／飯沼郷蔵」郷蔵とは江戸時代、年貢米を貯蔵した倉庫です。飯沼(上田市生田)にあるこの郷蔵は教育委員会の説明板によると1729年に建てられ、その後度々の改修を経て現在に残っています。

この郷蔵からは幕末期、横浜からの生糸輸出を裏付ける大量の資料が発見されています。横浜開港資料館などが長年かけてその調査研究に当たってきました。驚くべき米倉庫です。我が国の生糸輸出や蚕糸業の歴史を紐解く数多くの文書がこのような倉庫に残っていたことも驚くべきことです。

この場所は飯沼の集落内にあり道は狭くわかりにくいので現地に行くには注意がいります。マップに位置を示しておきました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/004846.jpg" alt="蚕都上田探訪／飯沼郷蔵" title="蚕都上田探訪／飯沼郷蔵" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4846">蚕都上田探訪／飯沼郷蔵</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4846">郷蔵とは江戸時代、年貢米を貯蔵した倉庫です。飯沼(上田市生田)にあるこの郷蔵は教育委員会の説明板によると1729年に建てられ、その後度々の改修を経て現在に残っています。

この郷蔵からは幕末期、横浜からの生糸輸出を裏付ける大量の資料が発見されています。横浜開港資料館などが長年かけてその調査研究に当たってきました。驚くべき米倉庫です。我が国の生糸輸出や蚕糸業の歴史を紐解く数多くの文書がこのような倉庫に残っていたことも驚くべきことです。

この場所は飯沼の集落内にあり道は狭くわかりにくいので現地に行くには注意がいります。マップに位置を示しておきました。</a></td><td class="date">2021-09-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4732">72</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/379/004732.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の人物伝一覧(『上田市史』1940から)」『<a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=2354>上田市史・下巻(1940)</a>』の「社寺古墳及人物誌／<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/uedashishi6.pdf>人物篇</a>」をハイパーメディア化。（長野大学「マルチメディア論」2020/2021実習で分担作成）

<b><a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=2549>人物01 真田昌幸</a></b><br>　真田一徳斎幸隆の第三子、天文十六年生る。
<b><a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=4731>人物02 真田信之</a></b><br>　 真田昌幸の嫡男、永禄九年生る。母は寒松院三修氏、幼名を源三郎と言ふ。
<b><a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=2711>人物04 真田幸村</a></b><br>　幸村は正幸の代二子、永禄十一年生ると云う。
<b><a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=4720>人物05 仙石政俊</a></b><br>　先の小諸城主後上田城主たりし仙石忠政の"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/379/thumbnails/004732.png" alt="上田の人物伝一覧(『上田市史』1940から)" title="上田の人物伝一覧(『上田市史』1940から)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4732">上田の人物伝一覧(『上田市史』1940から)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4732">『<a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=2354>上田市史・下巻(1940)</a>』の「社寺古墳及人物誌／<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/uedashishi6.pdf>人物篇</a>」をハイパーメディア化。（長野大学「マルチメディア論」2020/2021実習で分担作成）

<b><a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=2549>人物01 真田昌幸</a></b><br>　真田一徳斎幸隆の第三子、天文十六年生る。
<b><a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=4731>人物02 真田信之</a></b><br>　 真田昌幸の嫡男、永禄九年生る。母は寒松院三修氏、幼名を源三郎と言ふ。
<b><a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=2711>人物04 真田幸村</a></b><br>　幸村は正幸の代二子、永禄十一年生ると云う。
<b><a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=4720>人物05 仙石政俊</a></b><br>　先の小諸城主後上田城主たりし仙石忠政の</a></td><td class="date">2021-07-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4726">73</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/379/004726.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「人物47 世良田亮」安政五年を以て上田に生る。（略）明治十年米国留学を命ぜられ、同十四年卒業、後二ヶ年間欧州を歴遊し、同十六年帰朝し、海軍中尉に任ぜられ(略)、海上には彼の巨艦鎭遠等其功績に大なるものありき。(略)

『上田市史・下巻(1940)』1261頁を転載
（目次位置）
社寺古墳及人物誌
　人物篇"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/379/thumbnails/004726.jpg" alt="人物47 世良田亮" title="人物47 世良田亮" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4726">人物47 世良田亮</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4726">安政五年を以て上田に生る。（略）明治十年米国留学を命ぜられ、同十四年卒業、後二ヶ年間欧州を歴遊し、同十六年帰朝し、海軍中尉に任ぜられ(略)、海上には彼の巨艦鎭遠等其功績に大なるものありき。(略)

『上田市史・下巻(1940)』1261頁を転載
（目次位置）
社寺古墳及人物誌
　人物篇</a></td><td class="date">2021-07-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4671">74</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/379/004671.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「人物52 久米由太郎」嘉永五年二月二十四日江戸小石川小日向新坂に生る。（略）
稀に見る盛儀なりき。

『上田市史・下巻(1940)』1265頁を転載
（目次位置）
社寺古墳及人物誌
　人物篇"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/379/thumbnails/004671.jpg" alt="人物52 久米由太郎" title="人物52 久米由太郎" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4671">人物52 久米由太郎</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4671">嘉永五年二月二十四日江戸小石川小日向新坂に生る。（略）
稀に見る盛儀なりき。

『上田市史・下巻(1940)』1265頁を転載
（目次位置）
社寺古墳及人物誌
　人物篇</a></td><td class="date">2021-07-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4656">75</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/85/004656.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「日本シルクロード講座・横浜編(6)まちあるき・汽車道ルート」2011年10月30日　横浜まちあるき　ガイド：嶋田昌子＝横浜シティガイド協会
信州上田は横浜開港当初から横浜の生糸売込商を通じ、欧米諸国との貿易で栄え、後に蚕都と呼ばれました。学びあい講座では上田との交易の足跡をまちあるきして探訪しました。

<h2>横浜まちあるき(2)汽車道ルート・ダイジェスト版</h2>
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/rpHcFyZ9jZY?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
５分でまちあるきの概略を掴むことができます。

<h2>横浜まちあるき(2)汽車道ルート・ノーカット版</h2>
<iframe width='560' height='316' src='https://www.youtube.com/embed/I3In67d03vw' title='YouTube video player' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
35分

「日本シルクロード学びあい講座・港都横浜編」蚕都上田プロジェクト主催
＜講座２日目＞
(1)横浜まちあるき・汽車"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="日本シルクロード講座・横浜編(6)まちあるき・汽車道ルート" title="日本シルクロード講座・横浜編(6)まちあるき・汽車道ルート" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4656">日本シルクロード講座・横浜編(6)まちあるき・汽車道ルート</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4656">2011年10月30日　横浜まちあるき　ガイド：嶋田昌子＝横浜シティガイド協会
信州上田は横浜開港当初から横浜の生糸売込商を通じ、欧米諸国との貿易で栄え、後に蚕都と呼ばれました。学びあい講座では上田との交易の足跡をまちあるきして探訪しました。

<h2>横浜まちあるき(2)汽車道ルート・ダイジェスト版</h2>
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/rpHcFyZ9jZY?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
５分でまちあるきの概略を掴むことができます。

<h2>横浜まちあるき(2)汽車道ルート・ノーカット版</h2>
<iframe width='560' height='316' src='https://www.youtube.com/embed/I3In67d03vw' title='YouTube video player' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
35分

「日本シルクロード学びあい講座・港都横浜編」蚕都上田プロジェクト主催
＜講座２日目＞
(1)横浜まちあるき・汽車</a></td><td class="date">2021-07-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4655">76</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/85/004655.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「日本シルクロード講座・横浜編(5)まちあるき・馬車道ルート」2011年10月30日　横浜まちあるき　ガイド：嶋田昌子＝横浜シティガイド協会
信州上田は横浜開港当初から横浜の生糸売込商を通じ、欧米諸国との貿易で栄え、後に蚕都と呼ばれました。学びあい講座では上田との交易の足跡をまちあるきして探訪しました。

<h2>横浜まちあるき(1)馬車道ルート・ダイジェスト版</h2>
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/shKC6Sx6oBc?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
５分でまちあるきの概略を掴むことができます。

<h2>横浜まちあるき(1)馬車道ルート・ノーカット版</h2>
<iframe width='560' height='316' src='https://www.youtube.com/embed/bZ3ylBfZwzE' title='YouTube video player' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
52分

「日本シルクロード学びあい講座・港都横浜編」蚕都上田プロジェクト主催
＜講座２日目＞
(1)横浜まちあるき・馬車"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="日本シルクロード講座・横浜編(5)まちあるき・馬車道ルート" title="日本シルクロード講座・横浜編(5)まちあるき・馬車道ルート" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4655">日本シルクロード講座・横浜編(5)まちあるき・馬車道ルート</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4655">2011年10月30日　横浜まちあるき　ガイド：嶋田昌子＝横浜シティガイド協会
信州上田は横浜開港当初から横浜の生糸売込商を通じ、欧米諸国との貿易で栄え、後に蚕都と呼ばれました。学びあい講座では上田との交易の足跡をまちあるきして探訪しました。

<h2>横浜まちあるき(1)馬車道ルート・ダイジェスト版</h2>
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/shKC6Sx6oBc?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
５分でまちあるきの概略を掴むことができます。

<h2>横浜まちあるき(1)馬車道ルート・ノーカット版</h2>
<iframe width='560' height='316' src='https://www.youtube.com/embed/bZ3ylBfZwzE' title='YouTube video player' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
52分

「日本シルクロード学びあい講座・港都横浜編」蚕都上田プロジェクト主催
＜講座２日目＞
(1)横浜まちあるき・馬車</a></td><td class="date">2021-07-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4593">77</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/164/004593.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小県蚕業学校-1」小県蚕糸学校は日本初の中等教育機関としての蚕糸学校として1892（明治25)年に設立されたが、その初代校長となった三吉米熊は、坂本龍馬と行動を共にした活動家として知られる三好慎蔵の子として生まれ、1881（明治14)年に長野県に出仕した。農芸化学専攻で当初は蚕糸業の知識が全くなかった米熊であったが、上塩尻村の藤本家で実習を重ね、微粒子病における顕微鏡使用法の提唱及び指導など実績を残した。またこうした実績を基に1888（明治21）年にはイタリア・フランス蚕糸使節団の一員としてヨーロッパに赴き、現地の試験場や製糸場などを徹底的に視察してその実情を知る。こうした中、小県郡では郡長の中島精一を中心に蚕業界で蚕業学校設立の機運が高まり、その初代校長に米熊を推薦する声が蚕種業者らの間で広がった。これにより前述の"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/164/thumbnails/004593.jpg" alt="小県蚕業学校-1" title="小県蚕業学校-1" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4593">小県蚕業学校-1</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4593">小県蚕糸学校は日本初の中等教育機関としての蚕糸学校として1892（明治25)年に設立されたが、その初代校長となった三吉米熊は、坂本龍馬と行動を共にした活動家として知られる三好慎蔵の子として生まれ、1881（明治14)年に長野県に出仕した。農芸化学専攻で当初は蚕糸業の知識が全くなかった米熊であったが、上塩尻村の藤本家で実習を重ね、微粒子病における顕微鏡使用法の提唱及び指導など実績を残した。またこうした実績を基に1888（明治21）年にはイタリア・フランス蚕糸使節団の一員としてヨーロッパに赴き、現地の試験場や製糸場などを徹底的に視察してその実情を知る。こうした中、小県郡では郡長の中島精一を中心に蚕業界で蚕業学校設立の機運が高まり、その初代校長に米熊を推薦する声が蚕種業者らの間で広がった。これにより前述の</a></td><td class="date">2021-06-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4517">78</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/325/004517.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「米沢ラーメン」山形を代表する醤油ベースの細縮れ麺が特徴のラーメンです。ここ米沢は、全国でもラーメンの消費量がトップクラスの市で、日常的によく食べられています。喜多方ラーメンに負けない！いくらでも食べられるラーメンです。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/325/thumbnails/004517.jpg" alt="米沢ラーメン" title="米沢ラーメン" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4517">米沢ラーメン</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4517">山形を代表する醤油ベースの細縮れ麺が特徴のラーメンです。ここ米沢は、全国でもラーメンの消費量がトップクラスの市で、日常的によく食べられています。喜多方ラーメンに負けない！いくらでも食べられるラーメンです。</a></td><td class="date">2021-05-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4472">79</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/254/004472.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山居倉庫」米どころ庄内に1893年に建てられた米保管倉庫。
NHK朝の連続テレビ小説「おしん」のロケ地にもなった。
現在も現役で利用されている農業倉庫で、2021年3月26日に国指定史跡に認定された。
美しいケヤキが構える、ケヤキ並木も観光スポットとして有名だ。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/254/thumbnails/004472.jpg" alt="山居倉庫" title="山居倉庫" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4472">山居倉庫</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4472">米どころ庄内に1893年に建てられた米保管倉庫。
NHK朝の連続テレビ小説「おしん」のロケ地にもなった。
現在も現役で利用されている農業倉庫で、2021年3月26日に国指定史跡に認定された。
美しいケヤキが構える、ケヤキ並木も観光スポットとして有名だ。</a></td><td class="date">2021-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4432">80</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/345/004432.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「松川（福島県）」　松川は、山形県米沢市および福島県福島市を流れる一級河川です。写真は福島市で、国道4号線の上を通る松川橋とともに撮影したものです。近くの中学校の校歌の歌詞に入るほど、昔から身近な川として、花火大会が開かれるなど地元の人々に利用されてきました。
　また、1600年に起きた関ヶ原の戦いとともに松川の戦いが展開された地でもあることを初めて知りました。上杉景勝率いる西軍上杉軍と、福島に攻め込んできた伊達政宗率いる東軍伊達郡による戦いが「松川の戦い」です。
　登下校で毎日通っていた橋の下で、過去には戦いがあったことを知ると、これまでとは違った思いで通ることができます。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/345/thumbnails/004432.jpg" alt="松川（福島県）" title="松川（福島県）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4432">松川（福島県）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4432">　松川は、山形県米沢市および福島県福島市を流れる一級河川です。写真は福島市で、国道4号線の上を通る松川橋とともに撮影したものです。近くの中学校の校歌の歌詞に入るほど、昔から身近な川として、花火大会が開かれるなど地元の人々に利用されてきました。
　また、1600年に起きた関ヶ原の戦いとともに松川の戦いが展開された地でもあることを初めて知りました。上杉景勝率いる西軍上杉軍と、福島に攻め込んできた伊達政宗率いる東軍伊達郡による戦いが「松川の戦い」です。
　登下校で毎日通っていた橋の下で、過去には戦いがあったことを知ると、これまでとは違った思いで通ることができます。</a></td><td class="date">2021-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4431">81</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/325/004431.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ウフウフガーデン」たまごやのスイーツ＆カフェで、卵料理からパンケーキ、クリームパンなどがあります。すべて直営農場で育てているこだわり卵が使用されています。米沢の繁華街とは離れた場所に位置していますが、休日は行列ができるほどの人気店です。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/325/thumbnails/004431.jpg" alt="ウフウフガーデン" title="ウフウフガーデン" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4431">ウフウフガーデン</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4431">たまごやのスイーツ＆カフェで、卵料理からパンケーキ、クリームパンなどがあります。すべて直営農場で育てているこだわり卵が使用されています。米沢の繁華街とは離れた場所に位置していますが、休日は行列ができるほどの人気店です。</a></td><td class="date">2021-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4427">82</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/325/004427.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「hanamusubi」米沢市の市役所の近くにある、フラワーショップとカフェが一緒になったお店です。カフェの店内もたくさんのお花が飾られており、明るい素敵な店内です。お花好き、カフェ好きの方にはもってこいのカフェです。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/325/thumbnails/004427.jpg" alt="hanamusubi" title="hanamusubi" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4427">hanamusubi</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4427">米沢市の市役所の近くにある、フラワーショップとカフェが一緒になったお店です。カフェの店内もたくさんのお花が飾られており、明るい素敵な店内です。お花好き、カフェ好きの方にはもってこいのカフェです。</a></td><td class="date">2021-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4424">83</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/325/004424.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「米沢織」伝統的な米沢織は自然の染料を用いた草木染で、優しい風合いで有名です。近年では、伝統的な絹織物だけでなく、コットンや化学繊維なども組み合わせた様々な生地が作られています。高い技術は、世界的にも注目されており、海外の有名ブランドからの発注も増えています。
鷹山堂では、この米沢織を使った商品がたくさん売られています。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/325/thumbnails/004424.jpg" alt="米沢織" title="米沢織" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4424">米沢織</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4424">伝統的な米沢織は自然の染料を用いた草木染で、優しい風合いで有名です。近年では、伝統的な絹織物だけでなく、コットンや化学繊維なども組み合わせた様々な生地が作られています。高い技術は、世界的にも注目されており、海外の有名ブランドからの発注も増えています。
鷹山堂では、この米沢織を使った商品がたくさん売られています。</a></td><td class="date">2021-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4421">84</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/325/004421.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「米沢牛」三大和牛の1つとされ、霜降りで甘みが強い山形県民が誇る米沢牛です。地元では薄切りのすき焼きとして食べられるのが一般的です。米沢を訪れたら食べずにはいられない名産品で、米沢牛が味わえる飲食店はたくさんあるのでぜひ堪能してください。市民はお祝いの日や特別な日によく食べます。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/325/thumbnails/004421.jpg" alt="米沢牛" title="米沢牛" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4421">米沢牛</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4421">三大和牛の1つとされ、霜降りで甘みが強い山形県民が誇る米沢牛です。地元では薄切りのすき焼きとして食べられるのが一般的です。米沢を訪れたら食べずにはいられない名産品で、米沢牛が味わえる飲食店はたくさんあるのでぜひ堪能してください。市民はお祝いの日や特別な日によく食べます。</a></td><td class="date">2021-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4414">85</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/325/004414.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「道の駅米沢」名物の米沢牛や米沢ラーメン、さくらんぼなどの旬の農作物、観光情報がたくさんあります。米沢土産も豊富に品揃えされています。2018年にオープンしたばかりの綺麗な内装と広い休憩スペースや駐車場があり、ICからも近いため地元から県外の人まで多くの方に利用されています。トイレが広くてきれいなので、よく利用します。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/325/thumbnails/004414.jpg" alt="道の駅米沢" title="道の駅米沢" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4414">道の駅米沢</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4414">名物の米沢牛や米沢ラーメン、さくらんぼなどの旬の農作物、観光情報がたくさんあります。米沢土産も豊富に品揃えされています。2018年にオープンしたばかりの綺麗な内装と広い休憩スペースや駐車場があり、ICからも近いため地元から県外の人まで多くの方に利用されています。トイレが広くてきれいなので、よく利用します。</a></td><td class="date">2021-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4411">86</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/325/004411.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「米沢鯉」鯉の宮坂として親しまれている米沢市の郷土料理です。米沢
のABCの館山林檎、米沢牛と並ぶ名産品で、鯉の旨煮になどの鯉料理はお盆、お正月などのお祝い事に食べられます。
「みやさかや」は地元でも人気の鯉販売店です。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/325/thumbnails/004411.jpg" alt="米沢鯉" title="米沢鯉" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4411">米沢鯉</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4411">鯉の宮坂として親しまれている米沢市の郷土料理です。米沢
のABCの館山林檎、米沢牛と並ぶ名産品で、鯉の旨煮になどの鯉料理はお盆、お正月などのお祝い事に食べられます。
「みやさかや」は地元でも人気の鯉販売店です。</a></td><td class="date">2021-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4405">87</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/325/004405.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上杉神社」上杉神社は戦国最強の武将と語り継がれている上杉謙信を祭神として米沢城本丸跡に建立されました。上杉謙信にあやかって開運招福や諸願成就、さらには学業成就や商売繁盛のご利益もあるとされるパワースポットです。春には米沢上杉祭り、冬には上杉雪灯篭祭りが行われます。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/325/thumbnails/004405.jpg" alt="上杉神社" title="上杉神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4405">上杉神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4405">上杉神社は戦国最強の武将と語り継がれている上杉謙信を祭神として米沢城本丸跡に建立されました。上杉謙信にあやかって開運招福や諸願成就、さらには学業成就や商売繁盛のご利益もあるとされるパワースポットです。春には米沢上杉祭り、冬には上杉雪灯篭祭りが行われます。</a></td><td class="date">2021-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4403">88</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/325/004403.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「笹野一刀彫」材料となるコシアブラの木をサルキリと呼ばれる独特の刃物で彫り上げていく伝統工芸品。鷹をかたどったおたかぽっぽが有名ですが、その他に鶏や梟、干支などその種類は数十種類になります。小学校の授業で体験を行ったりします。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/325/thumbnails/004403.jpg" alt="笹野一刀彫" title="笹野一刀彫" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4403">笹野一刀彫</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4403">材料となるコシアブラの木をサルキリと呼ばれる独特の刃物で彫り上げていく伝統工芸品。鷹をかたどったおたかぽっぽが有名ですが、その他に鶏や梟、干支などその種類は数十種類になります。小学校の授業で体験を行ったりします。</a></td><td class="date">2021-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4401">89</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/325/004401.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小野川温泉」1200年に小野小町が開湯したといわれ歴史のある米沢の奥座敷。豊かな自然、清らかな川の水が残るほたるの生息地です。旅館、露天風呂、茶屋、足湯など昔ながらの落ち着く雰囲気や源泉のお湯を楽しめます。地元の人はよく入りにいっています。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/325/thumbnails/004401.jpg" alt="小野川温泉" title="小野川温泉" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4401">小野川温泉</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4401">1200年に小野小町が開湯したといわれ歴史のある米沢の奥座敷。豊かな自然、清らかな川の水が残るほたるの生息地です。旅館、露天風呂、茶屋、足湯など昔ながらの落ち着く雰囲気や源泉のお湯を楽しめます。地元の人はよく入りにいっています。</a></td><td class="date">2021-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4255">90</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/365/004255.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「Buena Vista CAFE」昼と夜で違う顔を持つ南米風のオシャレなカフェ。南米をイメージしたという店内は、ゆったりくつろげるソファ席を中心に広々。ランチはスパイシーなカレーやホットサンドなど、夜はお酒に合う多彩なおつまみがそろう。オシャレな空間で素敵な時間を過ごせます。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/365/thumbnails/004255.jpg" alt="Buena Vista CAFE" title="Buena Vista CAFE" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4255">Buena Vista CAFE</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4255">昼と夜で違う顔を持つ南米風のオシャレなカフェ。南米をイメージしたという店内は、ゆったりくつろげるソファ席を中心に広々。ランチはスパイシーなカレーやホットサンドなど、夜はお酒に合う多彩なおつまみがそろう。オシャレな空間で素敵な時間を過ごせます。</a></td><td class="date">2021-05-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4209">91</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/324/004209.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「黒田代官屋敷」黒田代官屋敷とは、現在の静岡県菊川市下平川にある江戸幕府旗本・本多助久の代官となった黒田家の屋敷。現存している18世紀中頃の建築物として大変価値が高く、主屋、長屋門、米蔵、宅地など 屋敷全体が重要文化財に指定されている。この貴重な文化財の黒田代官屋敷は、現在、22代黒田家のご家族が居住されている。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/324/thumbnails/004209.jpg" alt="黒田代官屋敷" title="黒田代官屋敷" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4209">黒田代官屋敷</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4209">黒田代官屋敷とは、現在の静岡県菊川市下平川にある江戸幕府旗本・本多助久の代官となった黒田家の屋敷。現存している18世紀中頃の建築物として大変価値が高く、主屋、長屋門、米蔵、宅地など 屋敷全体が重要文化財に指定されている。この貴重な文化財の黒田代官屋敷は、現在、22代黒田家のご家族が居住されている。</a></td><td class="date">2021-05-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4202">92</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/004202.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「[14/09/11]米山城・砥石城を望む」真田氏記念公園の前に「自性院」という道案内があり、日が暮れる前に立ち寄ってみようと見晴らしのよい崖地のここに車を停めてみました。ここの道案内では崖地の階段を登り150ｍと示されています。周囲に花壇があり「花のまちづくり推進地区」という看板が立っています。赤、オレンジ、紫の花々が植えられて美しい。この高台から真田氏の居城でもあった米山城、砥石城の山並みが見えます。

電信柱やSEIYUの看板によって俗世間の風景と化してはいますが、眺望のよい場所に佇むことができて幸いでした。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/004202.jpg" alt="[14/09/11]米山城・砥石城を望む" title="[14/09/11]米山城・砥石城を望む" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4202">[14/09/11]米山城・砥石城を望む</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4202">真田氏記念公園の前に「自性院」という道案内があり、日が暮れる前に立ち寄ってみようと見晴らしのよい崖地のここに車を停めてみました。ここの道案内では崖地の階段を登り150ｍと示されています。周囲に花壇があり「花のまちづくり推進地区」という看板が立っています。赤、オレンジ、紫の花々が植えられて美しい。この高台から真田氏の居城でもあった米山城、砥石城の山並みが見えます。

電信柱やSEIYUの看板によって俗世間の風景と化してはいますが、眺望のよい場所に佇むことができて幸いでした。</a></td><td class="date">2021-05-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4140">93</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/307/004140.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「覚（餅米値段等につき）　川伊藤家文書（追加分）」覚（餅米値段等につき）　川伊藤家文書（追加分）"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/307/thumbnails/004140.jpg" alt="覚（餅米値段等につき）　川伊藤家文書（追加分）" title="覚（餅米値段等につき）　川伊藤家文書（追加分）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4140">覚（餅米値段等につき）　川伊藤家文書（追加分）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4140">覚（餅米値段等につき）　川伊藤家文書（追加分）</a></td><td class="date">2021-02-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3947">94</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/129/003947.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場 (奥帳場兼創業者住宅・賄蔵・炊事場)」これは常田館製糸場の「奥帳場兼創業者住宅、賄蔵、炊事場」の写真である。以前、製糸場で働く工女さんたちは住み込みだった。会社から大切にされており、生活の補助を受けたり、当時は貴重だった白米をお腹一杯食べたりすることができたそうだ。

参考URL:<a href=http://www.kasahara.co.jp/kasahara/tokidakan/cultural-property.html>常田館製糸場　施設紹介</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/129/thumbnails/003947.jpg" alt="常田館製糸場 (奥帳場兼創業者住宅・賄蔵・炊事場)" title="常田館製糸場 (奥帳場兼創業者住宅・賄蔵・炊事場)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3947">常田館製糸場 (奥帳場兼創業者住宅・賄蔵・炊事場)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3947">これは常田館製糸場の「奥帳場兼創業者住宅、賄蔵、炊事場」の写真である。以前、製糸場で働く工女さんたちは住み込みだった。会社から大切にされており、生活の補助を受けたり、当時は貴重だった白米をお腹一杯食べたりすることができたそうだ。

参考URL:<a href=http://www.kasahara.co.jp/kasahara/tokidakan/cultural-property.html>常田館製糸場　施設紹介</a></a></td><td class="date">2021-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3927">95</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/86/003927.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「本村供米-九割-(『西塩田村公報』第7号(1943年3月30日)4頁)」公報左下にあった呼びかけ。

3月であるため米の生産はあまりなく切り詰めて供米していると考えられる。
また呼びかけの内容から国のためと戦争協力していたことが窺える。

▼この記事は以下から参照できます。
#934 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0934.jpg>『西塩田村公報』第7号(1943年3月30日)4頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="本村供米-九割-(『西塩田村公報』第7号(1943年3月30日)4頁)" title="本村供米-九割-(『西塩田村公報』第7号(1943年3月30日)4頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3927">本村供米-九割-(『西塩田村公報』第7号(1943年3月30日)4頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3927">公報左下にあった呼びかけ。

3月であるため米の生産はあまりなく切り詰めて供米していると考えられる。
また呼びかけの内容から国のためと戦争協力していたことが窺える。

▼この記事は以下から参照できます。
#934 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0934.jpg>『西塩田村公報』第7号(1943年3月30日)4頁</a></a></td><td class="date">2021-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3921">96</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/127/003921.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「うちいれ」うちいれは（画像右）上田盆地の懐かしいふるさとの味として愛されていたようですが、地粉が手に入りにくくなったことや手間がかかることから現在は忘れられて来てしまっている料理だそうです。
材料は、小麦粉、かぼちゃ、はくさい、にんじん、だいこん、じゃがいも、煮干し、みそを使用し作られ多くの野菜が入った麺料理です。

お米の少なかった昔に夜食としてうちいれがよく食べられていたそうです。

※うちいれの写真は本に掲載されていなかったため上田市真田町にある「真田庵」で提供されているうちいれをネットから


参照URL：<a href=http://sanadango.jp/sato.html>さなだんごの旅 真田ファンの旅づくり応援サイト</a>
参考図書:「つけものの味ふるさとの味」長野県農業改良協会（p.342）"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/127/thumbnails/003921.jpg" alt="うちいれ" title="うちいれ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3921">うちいれ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3921">うちいれは（画像右）上田盆地の懐かしいふるさとの味として愛されていたようですが、地粉が手に入りにくくなったことや手間がかかることから現在は忘れられて来てしまっている料理だそうです。
材料は、小麦粉、かぼちゃ、はくさい、にんじん、だいこん、じゃがいも、煮干し、みそを使用し作られ多くの野菜が入った麺料理です。

お米の少なかった昔に夜食としてうちいれがよく食べられていたそうです。

※うちいれの写真は本に掲載されていなかったため上田市真田町にある「真田庵」で提供されているうちいれをネットから


参照URL：<a href=http://sanadango.jp/sato.html>さなだんごの旅 真田ファンの旅づくり応援サイト</a>
参考図書:「つけものの味ふるさとの味」長野県農業改良協会（p.342）</a></td><td class="date">2021-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3711">97</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/86/003711.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「太平洋戦争における上田地域の状況」上田地域は上田合戦や太平洋戦争など数々の戦いに関わっているが、とりわけ日本の総力を挙げて戦った太平洋戦争では様々なモノ・事・人に影響が出ている。そのような状況を上田地域ではどのようであったのか調査したいと思う。どんな生活だったのか、行政は何をしていたのかなど見ていき当時の戦争を考えていきたい。ネット情報や「西塩田時報」のような資料、国会図書館デジタルコレクション、上田市立公文書館などで戦争に関する資料(農業や徴兵、訓示など)を調べる予定。

「西塩田時報」を中心に調べた結果。
<a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=3920>農會欄(『西塩田村公報』第1号(1941年3月30日)2頁)</a>
<a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=3922>農會欄(『西塩田村公報』第3号(1942年2月15日)2頁)</a>
<a href=https://d-commons.net/uedagaku/det"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="太平洋戦争における上田地域の状況" title="太平洋戦争における上田地域の状況" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3711">太平洋戦争における上田地域の状況</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3711">上田地域は上田合戦や太平洋戦争など数々の戦いに関わっているが、とりわけ日本の総力を挙げて戦った太平洋戦争では様々なモノ・事・人に影響が出ている。そのような状況を上田地域ではどのようであったのか調査したいと思う。どんな生活だったのか、行政は何をしていたのかなど見ていき当時の戦争を考えていきたい。ネット情報や「西塩田時報」のような資料、国会図書館デジタルコレクション、上田市立公文書館などで戦争に関する資料(農業や徴兵、訓示など)を調べる予定。
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				</div>
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  <script type="text/javascript">
	var map;
	var marker = [];
	var geocoder;

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

					  {
					id: '127143',
					name: '舌喰池',
					lat: 36.34612232341314,
					lng: 138.1775501305664,
					contents: '<a href="?c=&p=127143">舌喰池</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127103',
					name: '沓掛酒造　蔵見学　PART1',
					lat: 36.41971118387888,
					lng: 138.20669889450073,
					contents: '<a href="?c=&p=127103">沓掛酒造　蔵見学　PART1</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127041',
					name: '梅花幼稚園2008/06/22',
					lat: 36.40271882803432,
					lng: 138.25106799602509,
					contents: '<a href="?c=&p=127041">梅花幼稚園2008/06/22</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127007',
					name: '6代松平忠優（忠固）はどんな人物か',
					lat: 36.39878111232621,
					lng: 138.25703012113982,
					contents: '<a href="?c=&p=127007">6代松平忠優（忠固）はどんな人物か</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126876',
					name: '信州亀齢　純米吟醸　美山錦　岡崎酒造',
					lat: 36.4072939469622,
					lng: 138.25180458594127,
					contents: '<a href="?c=&p=126876">信州亀齢　純米吟醸　美山錦　岡崎酒造</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126844',
					name: '生島足島神社',
					lat: 36.36041175939048,
					lng: 138.21813583374023,
					contents: '<a href="?c=&p=126844">生島足島神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126734',
					name: 'Cafe sprout',
					lat: 36.347416158870836,
					lng: 138.21178436279297,
					contents: '<a href="?c=&p=126734">Cafe sprout</a>'
			 }, 
					  {
					id: '54591',
					name: '初代国立劇場さよなら公演',
					lat: 35.68159659061509,
					lng: 139.7433042526245,
					contents: '<a href="?c=&p=54591">初代国立劇場さよなら公演</a>'
			 }, 
					  {
					id: '42651',
					name: '上田市マルチメディア情報センター',
					lat: 36.363833112529235,
					lng: 138.23684692382812,
					contents: '<a href="?c=&p=42651">上田市マルチメディア情報センター</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10030',
					name: '上田の夏',
					lat: 36.373252511879144,
					lng: 138.2096602368506,
					contents: '<a href="?c=&p=10030">上田の夏</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9443',
					name: '山形県米沢市福田町三島神社夏詣で',
					lat: 37.90252014847056,
					lng: 140.1179552078247,
					contents: '<a href="?c=&p=9443">山形県米沢市福田町三島神社夏詣で</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8891',
					name: '江戸の上田藩中屋敷跡を対岸から望む',
					lat: 35.69781411276328,
					lng: 139.78984897636082,
					contents: '<a href="?c=&p=8891">江戸の上田藩中屋敷跡を対岸から望む</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8709',
					name: 'ル・ヴァン',
					lat: 36.40565476486866,
					lng: 138.25300455093384,
					contents: '<a href="?c=&p=8709">ル・ヴァン</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8396',
					name: '塩沢　観光',
					lat: 37.03960429506832,
					lng: 138.85109692014552,
					contents: '<a href="?c=&p=8396">塩沢　観光</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8236',
					name: '信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）',
					lat: 36.391993080763974,
					lng: 138.26242446899414,
					contents: '<a href="?c=&p=8236">信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '7041',
					name: '米久肉店',
					lat: 36.399249530279334,
					lng: 138.24621051549911,
					contents: '<a href="?c=&p=7041">米久肉店</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5259',
					name: 'モリタ',
					lat: 36.397778756031684,
					lng: 138.24909523129463,
					contents: '<a href="?c=&p=5259">モリタ</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4846',
					name: '蚕都上田探訪／飯沼郷蔵',
					lat: 36.35284244166981,
					lng: 138.27353757106252,
					contents: '<a href="?c=&p=4846">蚕都上田探訪／飯沼郷蔵</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4726',
					name: '人物47 世良田亮',
					lat: 36.36938157697832,
					lng: 138.2236108244976,
					contents: '<a href="?c=&p=4726">人物47 世良田亮</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4656',
					name: '日本シルクロード講座・横浜編(6)まちあるき・汽車道ルート',
					lat: 35.45287457621407,
					lng: 139.63452458381653,
					contents: '<a href="?c=&p=4656">日本シルクロード講座・横浜編(6)まちあるき・汽車道ルート</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4655',
					name: '日本シルクロード講座・横浜編(5)まちあるき・馬車道ルート',
					lat: 35.44537587233749,
					lng: 139.63406887725972,
					contents: '<a href="?c=&p=4655">日本シルクロード講座・横浜編(5)まちあるき・馬車道ルート</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4517',
					name: '米沢ラーメン',
					lat: 37.88162815837853,
					lng: 140.0545370578766,
					contents: '<a href="?c=&p=4517">米沢ラーメン</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4472',
					name: '山居倉庫',
					lat: 38.91093809928134,
					lng: 139.8369026184082,
					contents: '<a href="?c=&p=4472">山居倉庫</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4432',
					name: '松川（福島県）',
					lat: 37.77806106435062,
					lng: 140.48541004471565,
					contents: '<a href="?c=&p=4432">松川（福島県）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4431',
					name: 'ウフウフガーデン',
					lat: 37.8950403543577,
					lng: 140.0551700592041,
					contents: '<a href="?c=&p=4431">ウフウフガーデン</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4427',
					name: 'hanamusubi',
					lat: 37.92294496015457,
					lng: 140.11469900608063,
					contents: '<a href="?c=&p=4427">hanamusubi</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4424',
					name: '米沢織',
					lat: 37.89907030958051,
					lng: 140.05813121795654,
					contents: '<a href="?c=&p=4424">米沢織</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4421',
					name: '米沢牛',
					lat: 37.9114762758136,
					lng: 140.1163136959076,
					contents: '<a href="?c=&p=4421">米沢牛</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4414',
					name: '道の駅米沢',
					lat: 37.92246678136947,
					lng: 140.13715982437134,
					contents: '<a href="?c=&p=4414">道の駅米沢</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4411',
					name: '米沢鯉',
					lat: 37.924091590433996,
					lng: 140.11661240024804,
					contents: '<a href="?c=&p=4411">米沢鯉</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4405',
					name: '上杉神社',
					lat: 37.90926274084621,
					lng: 140.10409355163574,
					contents: '<a href="?c=&p=4405">上杉神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4403',
					name: '笹野一刀彫',
					lat: 37.87920625150859,
					lng: 140.0968623161316,
					contents: '<a href="?c=&p=4403">笹野一刀彫</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4401',
					name: '小野川温泉',
					lat: 37.87998533513459,
					lng: 140.0548267364502,
					contents: '<a href="?c=&p=4401">小野川温泉</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4255',
					name: 'Buena Vista CAFE',
					lat: 37.52721317784159,
					lng: 138.92296135425568,
					contents: '<a href="?c=&p=4255">Buena Vista CAFE</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4209',
					name: '黒田代官屋敷',
					lat: 34.701762626344035,
					lng: 138.09537354328535,
					contents: '<a href="?c=&p=4209">黒田代官屋敷</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4202',
					name: '[14/09/11]米山城・砥石城を望む',
					lat: 36.42293131578739,
					lng: 138.30174034763687,
					contents: '<a href="?c=&p=4202">[14/09/11]米山城・砥石城を望む</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4140',
					name: '覚（餅米値段等につき）　川伊藤家文書（追加分）',
					lat: 35.1760114,
					lng: 136.8875139,
					contents: '<a href="?c=&p=4140">覚（餅米値段等につき）　川伊藤家文書（追加分）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '3947',
					name: '常田館製糸場 (奥帳場兼創業者住宅・賄蔵・炊事場)',
					lat: 36.39387580695047,
					lng: 138.2540774345398,
					contents: '<a href="?c=&p=3947">常田館製糸場 (奥帳場兼創業者住宅・賄蔵・炊事場)</a>'
			 }, 
					  {
					id: '3635',
					name: '西塩田時報　第113号',
					lat: 36.359932363629675,
					lng: 138.19980485401544,
					contents: '<a href="?c=&p=3635">西塩田時報　第113号</a>'
			 }, 
					  {
					id: '3507',
					name: '馬鹿バーガー',
					lat: 36.40667368172108,
					lng: 138.205304145813,
					contents: '<a href="?c=&p=3507">馬鹿バーガー</a>'
			 }, 
					  {
					id: '3430',
					name: 'くるみおはぎ　そば羊羹',
					lat: 36.40359962073253,
					lng: 138.24585914611816,
					contents: '<a href="?c=&p=3430">くるみおはぎ　そば羊羹</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>


