<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php</b> on line <b>39</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>51</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>52</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>53</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>55</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_attribute" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>63</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>64</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>65</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>66</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>67</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tag" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>99</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "t" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>110</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "all" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>112</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "n" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>113</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "r" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>114</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "v" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>122</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "kanrino_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>138</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "title_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>139</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tourokudate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>140</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueibasyo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>141</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueidate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>142</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "seireki_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>143</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sikityo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>144</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "ookisa_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>145</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "syozousya_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>146</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sankoubunken_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>147</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tikucode_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>148</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sagyobi_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>149</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $key_reg in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function_searchtop.php</b> on line <b>57</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>258</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>260</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>287</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>297</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>303</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>309</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_account" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>585</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
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<hr>　No. <b>ニックネーム／探究テーマ</b>
　　　探究のねらい

<ol><li><a href=https://d-commons.net/uedagaku/yo160407?t=450 target=_blank><b>よう／地域交通と産業のつながり</b></a><br>交通インフラと産業は密接に関連していると考えたから。産業の発展には"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/239/thumbnails/127194.jpg" alt="信州上田学2023／地域キュレーションVol.2" title="信州上田学2023／地域キュレーションVol.2" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127194">信州上田学2023／地域キュレーションVol.2</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127194">長野大学講義科目「信州上田学」(2023年度後期)を受講した学生たち(主に新入生が対象、3学部横断)の「地域キュレーション」(地域を探究しアウトプットする学び)のアウトカム集です。講義内容は「<a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=1245&p=125538>信州上田学2023①～④地域キュレーション</a>」をご参照ください。

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

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

<ol><li><a href=https://d-commons.net/uedagaku/yo160407?t=450 target=_blank><b>よう／地域交通と産業のつながり</b></a><br>交通インフラと産業は密接に関連していると考えたから。産業の発展には</a></td><td class="date">2024-02-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127193">2</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/239/127193.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州上田学2023／地域キュレーションVol.1」長野大学講義科目「信州上田学」(2023年度後期)を受講した学生たち(主に新入生が対象、3学部横断)の「地域キュレーション」(地域を探究しアウトプットする学び)のアウトカム集です。講義内容は「<a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=1245&p=125538>信州上田学2023①～④地域キュレーション</a>」をご参照ください。

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

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

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

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

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

<ol><li><a href=https://d-commons.net/uedagaku/kobuta12?t=464 target=_blank><b>こぶた／別所を盛り上げるには</b></a><br>サークルの関係で別所に行く機会が多々あるが、別所の魅力にまだ自分自身</a></td><td class="date">2024-02-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127178">3</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/843/127178.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「泥宮に行ってきました。」泥宮まで行ってきました。
歩いて片道45分～1時間ほどかかった気がします。
流石に歩いていくのは時間がかかりました…
私のように散歩感覚で行くのはおすすめしません。
泥宮に行くまでの道のりは、行きは生島足島神社を通り過ぎて、交番があるあたりで右に曲がりました。曲がった先から道には街灯がないので、夜には行かない方がいいと思います。暗いしこの時期の道は雪があったり凍ってたりで危ないので。
帰りの道は、甲田池・塩田町駅・男池を通る形のルートで帰りました。
上田市は少雨地域である為、ため池が多いことは学びましたが、歩いていると思ったよりも近くにため池群があり、楽しかったと思うとともに、すべてのため池を巡りたいなとも感じました。

夜遅くに行ってしまったので、泥宮の雰囲気は不気味に思えました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="泥宮に行ってきました。" title="泥宮に行ってきました。" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127178">泥宮に行ってきました。</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127178">泥宮まで行ってきました。
歩いて片道45分～1時間ほどかかった気がします。
流石に歩いていくのは時間がかかりました…
私のように散歩感覚で行くのはおすすめしません。
泥宮に行くまでの道のりは、行きは生島足島神社を通り過ぎて、交番があるあたりで右に曲がりました。曲がった先から道には街灯がないので、夜には行かない方がいいと思います。暗いしこの時期の道は雪があったり凍ってたりで危ないので。
帰りの道は、甲田池・塩田町駅・男池を通る形のルートで帰りました。
上田市は少雨地域である為、ため池が多いことは学びましたが、歩いていると思ったよりも近くにため池群があり、楽しかったと思うとともに、すべてのため池を巡りたいなとも感じました。

夜遅くに行ってしまったので、泥宮の雰囲気は不気味に思えました。</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127167">4</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/741/127167.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「北向観音堂からみた上田地域」別所温泉に位置する北向観音堂は、本堂が北に向いた全国でも非常に珍しい寺である。平安時代初期、最澄から天台宗を受け継いで比叡山延暦寺の座主となった円仁によって開かれた。山を背に構える別所温泉は信州最古の温泉地と言われており、現在も観音様への参拝前に体を清める手水舎には、別所温泉で湧き出た源泉が用いられている。また、北を向いて建てられた本堂は、南向きに建てられた善光寺の本堂と向かい合っている。現世利益を願う北向観音堂と極楽往生を願う善光寺の両方を参拝することが推奨されている。実際に訪れてみると、あちこちで湯煙が上がり、その奥には上田の市街地が一望できたのが印象的である。しかし、人気（ひとけ）はほとんどなく、かつての賑わいを感じることはできなかった。観光客に向けて、全国的に希少価"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="北向観音堂からみた上田地域" title="北向観音堂からみた上田地域" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127167">北向観音堂からみた上田地域</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127167">別所温泉に位置する北向観音堂は、本堂が北に向いた全国でも非常に珍しい寺である。平安時代初期、最澄から天台宗を受け継いで比叡山延暦寺の座主となった円仁によって開かれた。山を背に構える別所温泉は信州最古の温泉地と言われており、現在も観音様への参拝前に体を清める手水舎には、別所温泉で湧き出た源泉が用いられている。また、北を向いて建てられた本堂は、南向きに建てられた善光寺の本堂と向かい合っている。現世利益を願う北向観音堂と極楽往生を願う善光寺の両方を参拝することが推奨されている。実際に訪れてみると、あちこちで湯煙が上がり、その奥には上田の市街地が一望できたのが印象的である。しかし、人気（ひとけ）はほとんどなく、かつての賑わいを感じることはできなかった。観光客に向けて、全国的に希少価</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127165">5</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/741/127165.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「北向観音堂、本堂」別所温泉に位置する北向観音堂は、本堂が北に向いた全国でも非常に珍しい寺である。平安時代初期、最澄から天台宗を受け継いで比叡山延暦寺の座主となった円仁によって開かれた。山を背に構える別所温泉は信州最古の温泉地と言われており、現在も観音様への参拝前に体を清める手水舎には、別所温泉で湧き出た源泉が用いられている。また、北を向いて建てられた本堂は、南向きに建てられた善光寺の本堂と向かい合っている。現世利益を願う北向観音堂と極楽往生を願う善光寺の両方を参拝することが推奨されている。実際に訪れてみると、あちこちで湯煙が上がり、その奥には上田の市街地が一望できたのが印象的である。しかし、人気（ひとけ）はほとんどなく、かつての賑わいを感じることはできなかった。観光客に向けて、全国的に希少価"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="北向観音堂、本堂" title="北向観音堂、本堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127165">北向観音堂、本堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127165">別所温泉に位置する北向観音堂は、本堂が北に向いた全国でも非常に珍しい寺である。平安時代初期、最澄から天台宗を受け継いで比叡山延暦寺の座主となった円仁によって開かれた。山を背に構える別所温泉は信州最古の温泉地と言われており、現在も観音様への参拝前に体を清める手水舎には、別所温泉で湧き出た源泉が用いられている。また、北を向いて建てられた本堂は、南向きに建てられた善光寺の本堂と向かい合っている。現世利益を願う北向観音堂と極楽往生を願う善光寺の両方を参拝することが推奨されている。実際に訪れてみると、あちこちで湯煙が上がり、その奥には上田の市街地が一望できたのが印象的である。しかし、人気（ひとけ）はほとんどなく、かつての賑わいを感じることはできなかった。観光客に向けて、全国的に希少価</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127162">6</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/789/127162.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常楽寺石造多宝塔」　常楽寺本堂左側の道を上がった奥に多重塔と呼ばれる堂々とした石造の塔が一基立っている。弘長2年（1262）に造られた。総高274.0㎝の重厚で堂々とした風格や造り方は鎌倉期多宝塔の優品とされ、おごそかなたたずまいを感じる境内である。

　北向観音の出現地とされているため、同じく別所温泉にある北向観音堂と合わせて訪れる方もいるのではないかと感じた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常楽寺石造多宝塔" title="常楽寺石造多宝塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127162">常楽寺石造多宝塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127162">　常楽寺本堂左側の道を上がった奥に多重塔と呼ばれる堂々とした石造の塔が一基立っている。弘長2年（1262）に造られた。総高274.0㎝の重厚で堂々とした風格や造り方は鎌倉期多宝塔の優品とされ、おごそかなたたずまいを感じる境内である。

　北向観音の出現地とされているため、同じく別所温泉にある北向観音堂と合わせて訪れる方もいるのではないかと感じた。</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127159">7</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/741/127159.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺八角三重塔」日本最古の禅宗様建築で、長野県内では松本城とともに最初の国宝指定を受けた文化財である。また、日本で現存する唯一の八角塔である。高さ18.75ｍで、内部の天井や八角の仏壇も他に類を見ないものである。しかし、その希少価値の高さや歴史の深さなどが観光客に最大限伝わっておらず、一連の観光資源として活用できているようには感じられなかった。特に、別所温泉には数多くの寺社が建てられており、古くから中国の高僧や全国の学僧が訪れた。だからこそ、地域として関連性のある遺産が多い。それをもっと有効に活用するべきだろう。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺八角三重塔" title="安楽寺八角三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127159">安楽寺八角三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127159">日本最古の禅宗様建築で、長野県内では松本城とともに最初の国宝指定を受けた文化財である。また、日本で現存する唯一の八角塔である。高さ18.75ｍで、内部の天井や八角の仏壇も他に類を見ないものである。しかし、その希少価値の高さや歴史の深さなどが観光客に最大限伝わっておらず、一連の観光資源として活用できているようには感じられなかった。特に、別所温泉には数多くの寺社が建てられており、古くから中国の高僧や全国の学僧が訪れた。だからこそ、地域として関連性のある遺産が多い。それをもっと有効に活用するべきだろう。</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127154">8</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/843/127154.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所温泉のマンホール」別所温泉のマンホールです。
何をしている様子なのでしょうか。
これは、別所温泉に伝わる「岳の幟」というお祭りをしている様子です！
「岳の幟」の読み方は、たけのぼり、です。
このお祭りは、雨乞いをするものです。少雨である上田だからこそ生まれたお祭りなんですね。
この岳の幟は国の重要無形民俗文化財になっています。
私が行ってきた「上田氷灯ろう夢まつり」の会場にも岳の幟で使用される(奉納される)、色とりどりの布と竹竿の絵が描いてあるライトがありました！それくらい、別所温泉にとって大事なものなんですね。

別所温泉の町を歩いていると、マンホールが３つも近くにあるところを見つけて、テンションが上がりました！
1枚の写真で３つのマンホールが撮ることができる場所はそんなにないんじゃないかと思いまし"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所温泉のマンホール" title="別所温泉のマンホール" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127154">別所温泉のマンホール</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127154">別所温泉のマンホールです。
何をしている様子なのでしょうか。
これは、別所温泉に伝わる「岳の幟」というお祭りをしている様子です！
「岳の幟」の読み方は、たけのぼり、です。
このお祭りは、雨乞いをするものです。少雨である上田だからこそ生まれたお祭りなんですね。
この岳の幟は国の重要無形民俗文化財になっています。
私が行ってきた「上田氷灯ろう夢まつり」の会場にも岳の幟で使用される(奉納される)、色とりどりの布と竹竿の絵が描いてあるライトがありました！それくらい、別所温泉にとって大事なものなんですね。

別所温泉の町を歩いていると、マンホールが３つも近くにあるところを見つけて、テンションが上がりました！
1枚の写真で３つのマンホールが撮ることができる場所はそんなにないんじゃないかと思いまし</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127153">9</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/729/127153.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「国宝安楽寺」神聖な雰囲気に包まれた安楽寺。長い年月をかけて育った杉の大木に囲まれながら、階段を上るとそこには見事な八角三重塔。とても素晴らしい歴史文化財である安楽寺は地域観光財として大きな価値を持ち、上田＆別所地域に大きく貢献している。少し立地は悪いが、この一つだけでも観光が成り立つ資源としての強みは、地域観光の在り方を考える際の軸としての意味も担っているだろう。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="国宝安楽寺" title="国宝安楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127153">国宝安楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127153">神聖な雰囲気に包まれた安楽寺。長い年月をかけて育った杉の大木に囲まれながら、階段を上るとそこには見事な八角三重塔。とても素晴らしい歴史文化財である安楽寺は地域観光財として大きな価値を持ち、上田＆別所地域に大きく貢献している。少し立地は悪いが、この一つだけでも観光が成り立つ資源としての強みは、地域観光の在り方を考える際の軸としての意味も担っているだろう。</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127151">10</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/788/127151.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃国分寺」奈良時代、上田の地に建立された信濃国分寺。
承平の乱で焼失したといわれていますが、室町時代に今の場所へ再建されました。三重の塔は現存する国分寺で一番古く、国の重要文化財にも指定されている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="信濃国分寺" title="信濃国分寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127151">信濃国分寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127151">奈良時代、上田の地に建立された信濃国分寺。
承平の乱で焼失したといわれていますが、室町時代に今の場所へ再建されました。三重の塔は現存する国分寺で一番古く、国の重要文化財にも指定されている。</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127150">11</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/789/127150.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃国分寺三重塔」　信濃国分寺三重塔は、室町時代中期に建てられた。上田小県にある４つの三重塔の中で３番目に古い。第一層の大日如来が安置されている仏壇の鏡天井を囲む四方は「如意頭文」という珍しい彫刻である。一層の内部には、今も色のあとが残っている。

　国分寺最古の三重塔であり、現在も建立当時の姿を見せていることは、目を引く魅力だなと考えた。また、別所温泉の安楽寺八角三重塔とともに大日如来が安置されたふたつの塔を合わせて巡る観光客も居るのではないかと感じた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="信濃国分寺三重塔" title="信濃国分寺三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127150">信濃国分寺三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127150">　信濃国分寺三重塔は、室町時代中期に建てられた。上田小県にある４つの三重塔の中で３番目に古い。第一層の大日如来が安置されている仏壇の鏡天井を囲む四方は「如意頭文」という珍しい彫刻である。一層の内部には、今も色のあとが残っている。

　国分寺最古の三重塔であり、現在も建立当時の姿を見せていることは、目を引く魅力だなと考えた。また、別所温泉の安楽寺八角三重塔とともに大日如来が安置されたふたつの塔を合わせて巡る観光客も居るのではないかと感じた。</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127148">12</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/843/127148.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「第５回上田氷灯ろう夢まつり に行ってきました」2月8日から2月12日まで開催されていた「上田氷灯ろう夢まつり」に行ってきました！
北向き観音のライトアップや、長野大学の「MIZUMATCH」(ミズマチ)というサークルの方達が行っているライトによる展示もありました。
北向き観音堂は日本遺産であり、平安時代初期に開かれた霊場です。名前にも北向きと入っていますが、日本の中でも北向きの本堂は珍しいものです。善光寺は南向きで本堂があるのですが、北向き観音堂と善光寺が相対するようになっているそうです。
上田市に存在する日本遺産を調べていると、相対になっているものがいくつもあり、興味深いと感じます…
実際に行けていない場所も多くあるので、行ってみようと思います。
話しが脱線してしまいましたが、上田氷灯ろう夢まつりでは、北向き観音堂始め、市指定文化財の、愛染"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="第５回上田氷灯ろう夢まつり に行ってきました" title="第５回上田氷灯ろう夢まつり に行ってきました" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127148">第５回上田氷灯ろう夢まつり に行ってきました</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127148">2月8日から2月12日まで開催されていた「上田氷灯ろう夢まつり」に行ってきました！
北向き観音のライトアップや、長野大学の「MIZUMATCH」(ミズマチ)というサークルの方達が行っているライトによる展示もありました。
北向き観音堂は日本遺産であり、平安時代初期に開かれた霊場です。名前にも北向きと入っていますが、日本の中でも北向きの本堂は珍しいものです。善光寺は南向きで本堂があるのですが、北向き観音堂と善光寺が相対するようになっているそうです。
上田市に存在する日本遺産を調べていると、相対になっているものがいくつもあり、興味深いと感じます…
実際に行けていない場所も多くあるので、行ってみようと思います。
話しが脱線してしまいましたが、上田氷灯ろう夢まつりでは、北向き観音堂始め、市指定文化財の、愛染</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127145">13</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/782/127145.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「生島足島神社」日本遺産にもなっている、地元の人々から愛される神社です。七五三の時期には多くの子どもがお宮参りに訪れます。祀られているの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」の二神です。真田昌幸の朱印状など、国の重要文化財に指定された94通の古文書が残っており、内殿は「県宝」に指定されています。この神社は神池に囲まれた神島に建っていてとてもきれいでした。下之郷駅のすぐ近くなので、訪れてみてはどうでしょうか。"><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=127145">生島足島神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127145">日本遺産にもなっている、地元の人々から愛される神社です。七五三の時期には多くの子どもがお宮参りに訪れます。祀られているの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」の二神です。真田昌幸の朱印状など、国の重要文化財に指定された94通の古文書が残っており、内殿は「県宝」に指定されています。この神社は神池に囲まれた神島に建っていてとてもきれいでした。下之郷駅のすぐ近くなので、訪れてみてはどうでしょうか。</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127132">14</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/789/127132.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「生島足島神社」　延喜式にもその名が記されている由緒ある古社である。生島大神と足島大神の二神が祀られ、武田信玄や真田昌幸・信之をはじめ歴代の上田城主からも厚く崇敬されたという。生島大神と足島大神を祀る神社は全国的にも珍しく、近畿地方中心に数社しかなく、東日本ではここを入れて２社のみである。昌幸の朱印状など、国の重要文化財に指定された94通の古文書が残っている。

　敷地面積が特に大きいわけではないが、手入れがされていて池も相まって綺麗にまとまっているなという印象を受けた。境内には歌舞伎舞台もあるため。神社だけではない多くの歴史も感じることが出来る。また、日本の真ん中に位置していることでパワースポットとしても人気を集め、観光客を引き付ける魅力の１つでもあると感じた。"><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=127132">生島足島神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127132">　延喜式にもその名が記されている由緒ある古社である。生島大神と足島大神の二神が祀られ、武田信玄や真田昌幸・信之をはじめ歴代の上田城主からも厚く崇敬されたという。生島大神と足島大神を祀る神社は全国的にも珍しく、近畿地方中心に数社しかなく、東日本ではここを入れて２社のみである。昌幸の朱印状など、国の重要文化財に指定された94通の古文書が残っている。

　敷地面積が特に大きいわけではないが、手入れがされていて池も相まって綺麗にまとまっているなという印象を受けた。境内には歌舞伎舞台もあるため。神社だけではない多くの歴史も感じることが出来る。また、日本の真ん中に位置していることでパワースポットとしても人気を集め、観光客を引き付ける魅力の１つでもあると感じた。</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127115">15</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/803/127115.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所温泉近くの寺　常楽寺２」常楽寺の本堂の左側通路を抜けた先に石造多宝塔が立ち並んでいる。この場所は昼間でもあまり光が届かず、多宝塔にはおごそかなたたずまいを感じた。夏だったにもかかわらず寒さを感じたことを鮮明に覚えている。多宝塔は北向観音の出現値を神聖なものにしようと１２６２年に作られたもので今は国の重要文化財に指定されている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所温泉近くの寺　常楽寺２" title="別所温泉近くの寺　常楽寺２" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127115">別所温泉近くの寺　常楽寺２</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127115">常楽寺の本堂の左側通路を抜けた先に石造多宝塔が立ち並んでいる。この場所は昼間でもあまり光が届かず、多宝塔にはおごそかなたたずまいを感じた。夏だったにもかかわらず寒さを感じたことを鮮明に覚えている。多宝塔は北向観音の出現値を神聖なものにしようと１２６２年に作られたもので今は国の重要文化財に指定されている。</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127112">16</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/778/127112.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市の歴史を活かした観光」生島足島神社についてです。
延喜式にもその名が記されている由緒ある古社。生島大神と足島大神の二神が祀られ、武田信玄や真田昌幸・信之をはじめ歴代の上田城主からも厚く崇敬されたという。昌幸の朱印状など、国の重要文化財に指定された94通の古文書が残っています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田市の歴史を活かした観光" title="上田市の歴史を活かした観光" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127112">上田市の歴史を活かした観光</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127112">生島足島神社についてです。
延喜式にもその名が記されている由緒ある古社。生島大神と足島大神の二神が祀られ、武田信玄や真田昌幸・信之をはじめ歴代の上田城主からも厚く崇敬されたという。昌幸の朱印状など、国の重要文化財に指定された94通の古文書が残っています。</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127109">17</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/778/127109.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市の歴史を活かした観光」海野町についてです。
この街は、江戸時代の旅籠づくりの建物と明治時代以降の養蚕が盛んな頃に建てれた家々が今も大切に保管されています。養蚕づくりに適した伝統的な造りをしており、1986年には「日本の道百選」に、 1987年には「重要伝統的建造物群保存地区」に選定され重要な文化財となっています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田市の歴史を活かした観光" title="上田市の歴史を活かした観光" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127109">上田市の歴史を活かした観光</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127109">海野町についてです。
この街は、江戸時代の旅籠づくりの建物と明治時代以降の養蚕が盛んな頃に建てれた家々が今も大切に保管されています。養蚕づくりに適した伝統的な造りをしており、1986年には「日本の道百選」に、 1987年には「重要伝統的建造物群保存地区」に選定され重要な文化財となっています。</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127031">18</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/775/127031.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常楽寺」常楽寺は北向観音が建立された825年に建立された。
北向観音の本坊であり、ご本尊は「妙観察智弥陀如来」で全国的にも珍しい阿弥陀様である。

また、本堂裏の北向観音の霊像が出現した場所には、石造多宝塔が保存されており、鎌倉時代に天台教学の拠点として大いに栄えた常楽寺の歴史を証する貴重な文化財となっている。

階段を上がって最初に萱葺の本堂が目に入る。屋根から重厚さを感じられる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常楽寺" title="常楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127031">常楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127031">常楽寺は北向観音が建立された825年に建立された。
北向観音の本坊であり、ご本尊は「妙観察智弥陀如来」で全国的にも珍しい阿弥陀様である。

また、本堂裏の北向観音の霊像が出現した場所には、石造多宝塔が保存されており、鎌倉時代に天台教学の拠点として大いに栄えた常楽寺の歴史を証する貴重な文化財となっている。

階段を上がって最初に萱葺の本堂が目に入る。屋根から重厚さを感じられる。</a></td><td class="date">2024-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127030">19</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/775/127030.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常楽寺石造多宝塔」石造多宝塔は1262年の作で、総高274㎝の重厚で堂々とした風格や造り方は鎌倉期多宝塔の優品である。国の重要文化財に指定されている。

多宝塔の形は土台石の上に横長の直方体の石をのせ、幅の広いひさしをさしかけている。その上部は円筒形の身舎を造り出しその上に笠をのせ、一番上に細長い相輪を立てている。

塔が建てられている所は北向観音の出現地といい、境内でもっとも神聖な場所とされる。

常楽寺本堂から石造多宝塔まで向かっていくと徐々に神聖な雰囲気が感じられた。
周りを木や緑に囲まれており、空気がとても澄んでいる印象だった。

また、石造多宝塔のすぐ右側には上田市指定文化財である常楽寺石造多層塔が建っている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常楽寺石造多宝塔" title="常楽寺石造多宝塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127030">常楽寺石造多宝塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127030">石造多宝塔は1262年の作で、総高274㎝の重厚で堂々とした風格や造り方は鎌倉期多宝塔の優品である。国の重要文化財に指定されている。

多宝塔の形は土台石の上に横長の直方体の石をのせ、幅の広いひさしをさしかけている。その上部は円筒形の身舎を造り出しその上に笠をのせ、一番上に細長い相輪を立てている。

塔が建てられている所は北向観音の出現地といい、境内でもっとも神聖な場所とされる。

常楽寺本堂から石造多宝塔まで向かっていくと徐々に神聖な雰囲気が感じられた。
周りを木や緑に囲まれており、空気がとても澄んでいる印象だった。

また、石造多宝塔のすぐ右側には上田市指定文化財である常楽寺石造多層塔が建っている。</a></td><td class="date">2024-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126971">20</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/693/126971.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「北向観音堂」北向観音堂は別所温泉街だけでなく上田地域を見渡すことができる位置にある。境内には藍染カツラをはじめとした様々な文化財があり、その一つ一つから地域に根差した歴史を感じることができる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="北向観音堂" title="北向観音堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126971">北向観音堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126971">北向観音堂は別所温泉街だけでなく上田地域を見渡すことができる位置にある。境内には藍染カツラをはじめとした様々な文化財があり、その一つ一つから地域に根差した歴史を感じることができる。</a></td><td class="date">2024-02-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126964">21</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/239/126964.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学生による地域キュレーション2023(信州上田学A受講生)」学生による地域キュレーション2023(信州上田学A受講生) 
長野大学の地域科目「信州上田学A」2023を受講した学生が「信州上田」を接点として地域キュレーションした地域学習のアウトカムです。タイトルを選ぶとその学生のマイサイトを表示します(2024/02/15更新)。

各キュレーションの「マイテーマ」は次のページからご参照ください。[ <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=127193>Vol.1</a> | <a href=>Vol.2</a> ]

<ol>▼社会福祉学部学生
<li>	<a href=https://d-commons.net/uedagaku/ami0902 target=_blank>いちご／上田の食</a>	
<li>	<a href=https://d-commons.net/uedagaku/sunny20 target=_blank>しおり／上田の食べ物</a>	
<li>	<a href=https://d-commons.net/uedagaku/Nana77 target=_blank>な／上田の日本遺産について</a>	
<li>	<a href=https://d-commons.net/uedagaku/rururu0408 target=_blank>るるる／塩田平の文化財</a>	
<li>	<a href=https://d-comm"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/239/thumbnails/126964.jpg" alt="学生による地域キュレーション2023(信州上田学A受講生)" title="学生による地域キュレーション2023(信州上田学A受講生)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126964">学生による地域キュレーション2023(信州上田学A受講生)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126964">学生による地域キュレーション2023(信州上田学A受講生) 
長野大学の地域科目「信州上田学A」2023を受講した学生が「信州上田」を接点として地域キュレーションした地域学習のアウトカムです。タイトルを選ぶとその学生のマイサイトを表示します(2024/02/15更新)。

各キュレーションの「マイテーマ」は次のページからご参照ください。[ <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=127193>Vol.1</a> | <a href=>Vol.2</a> ]

<ol>▼社会福祉学部学生
<li>	<a href=https://d-commons.net/uedagaku/ami0902 target=_blank>いちご／上田の食</a>	
<li>	<a href=https://d-commons.net/uedagaku/sunny20 target=_blank>しおり／上田の食べ物</a>	
<li>	<a href=https://d-commons.net/uedagaku/Nana77 target=_blank>な／上田の日本遺産について</a>	
<li>	<a href=https://d-commons.net/uedagaku/rururu0408 target=_blank>るるる／塩田平の文化財</a>	
<li>	<a href=https://d-comm</a></td><td class="date">2024-02-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126962">22</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/766/126962.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の街つくり２」これは上田高校の校門の写真である。松本市と比べる以前に全国各地を見ても高校の門が昔ながらの門であるのは珍しいものである。これは古城の門と呼ばれ、1789年消失後、翌年再建された。文化財にも認定され歴史ある建造物として日々使用されて使用されている。これもまた上田しの街つくりの一部となっている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の街つくり２" title="上田の街つくり２" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126962">上田の街つくり２</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126962">これは上田高校の校門の写真である。松本市と比べる以前に全国各地を見ても高校の門が昔ながらの門であるのは珍しいものである。これは古城の門と呼ばれ、1789年消失後、翌年再建された。文化財にも認定され歴史ある建造物として日々使用されて使用されている。これもまた上田しの街つくりの一部となっている。</a></td><td class="date">2024-02-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126934">23</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/792/126934.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺の文化財」安楽寺の文化財について、3つ紹介する。
　一枚目の写真は重要文化財の「安楽寺前開山樵谷惟仙和尚像」。樵谷惟仙（しょうこくいせん）は安楽寺の初代住職。二枚目の写真は重要文化財の「安楽寺前二世幼牛恵仁和尚像」。幼牛恵仁（ようぎゅうえにん）は安楽寺の二代目住職。これらのような禅宗の僧の彫刻像のことを「頂相（ちんそう）」という。
　三枚目の写真は上田市指定文化財の「輪蔵」。このなかには「黄檗版一切経」というお経が納められている。この輪蔵を回転すれば、文字を読めない人もお経を読める人と同じ功徳が与えられるといわれている。

参考文献：
上田市塩田地区学校職員会、上田市塩田文化財研究所編，『信州の鎌倉塩田平とその周辺』信毎書籍出版センター発行，昭和六〇年一二月二五日初版発行，p.66-69
曹洞宗安"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺の文化財" title="安楽寺の文化財" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126934">安楽寺の文化財</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126934">安楽寺の文化財について、3つ紹介する。
　一枚目の写真は重要文化財の「安楽寺前開山樵谷惟仙和尚像」。樵谷惟仙（しょうこくいせん）は安楽寺の初代住職。二枚目の写真は重要文化財の「安楽寺前二世幼牛恵仁和尚像」。幼牛恵仁（ようぎゅうえにん）は安楽寺の二代目住職。これらのような禅宗の僧の彫刻像のことを「頂相（ちんそう）」という。
　三枚目の写真は上田市指定文化財の「輪蔵」。このなかには「黄檗版一切経」というお経が納められている。この輪蔵を回転すれば、文字を読めない人もお経を読める人と同じ功徳が与えられるといわれている。

参考文献：
上田市塩田地区学校職員会、上田市塩田文化財研究所編，『信州の鎌倉塩田平とその周辺』信毎書籍出版センター発行，昭和六〇年一二月二五日初版発行，p.66-69
曹洞宗安</a></td><td class="date">2024-02-02</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126930">24</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/792/126930.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常楽寺の''石造多宝塔と石造多層塔''」常楽寺の石造多宝塔について。写真の場所は、昔大きな火柱と一緒に観音が現れた場所と言い伝えられている。
　多宝塔というのは一枚目の写真のような塔のこと。多宝塔には木造のものと石造の物がある。常楽寺の物は石造の多宝塔で、重要文化財に指定されている。
　多宝塔のほかにも多層塔もあり、二枚目の写真が多層塔。六〇年前の大正一三年に、別所温泉北向観音堂の近くの裏山の地下で発見された。その後どこかに行ってしまったが、滋賀県で発見。別所に返してもらった。

参考文献：上田市塩田地区学校職員会、上田市塩田文化財研究所編，『信州の鎌倉塩田平とその周辺』信毎書籍出版センター発行，昭和六〇年一二月二五日初版発行，p.56-58"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常楽寺の''石造多宝塔と石造多層塔''" title="常楽寺の''石造多宝塔と石造多層塔''" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126930">常楽寺の''石造多宝塔と石造多層塔''</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126930">常楽寺の石造多宝塔について。写真の場所は、昔大きな火柱と一緒に観音が現れた場所と言い伝えられている。
　多宝塔というのは一枚目の写真のような塔のこと。多宝塔には木造のものと石造の物がある。常楽寺の物は石造の多宝塔で、重要文化財に指定されている。
　多宝塔のほかにも多層塔もあり、二枚目の写真が多層塔。六〇年前の大正一三年に、別所温泉北向観音堂の近くの裏山の地下で発見された。その後どこかに行ってしまったが、滋賀県で発見。別所に返してもらった。

参考文献：上田市塩田地区学校職員会、上田市塩田文化財研究所編，『信州の鎌倉塩田平とその周辺』信毎書籍出版センター発行，昭和六〇年一二月二五日初版発行，p.56-58</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126927">25</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/792/126927.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「北向観音の''絵馬''」北向観音堂に奉納されている絵馬はとても興味深い。馬の絵や、鬼退治の絵、善光寺地震などが描かれた絵馬がある。絵馬の由来は、神は馬に乗った姿で現れるとするため昔は本物の馬を奉納していたそう。しかし次第に木や紙、馬の像で代用するようになっていった。鎌倉時代以後には、絵馬の図柄は馬だけではなく多様なものが描かれるようになっていった。
一枚目の写真は板絵鬼女紅葉退治の絵馬。平安時代、信州戸隠山に住み悪事を働いた鬼を退治したとされる伝説。鬼女征伐の命令を受けた平維茂は、北向観音の加護によって退治することができたといわれている。
二枚目の写真は善光寺大地震の絵馬。一八四七年に御開帳でにぎわう善光寺を突然大地震が襲い、多くの人が亡くなった。絵馬の中央にいる市之助という人は、一五人の一行と旅を"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="北向観音の''絵馬''" title="北向観音の''絵馬''" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126927">北向観音の''絵馬''</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126927">北向観音堂に奉納されている絵馬はとても興味深い。馬の絵や、鬼退治の絵、善光寺地震などが描かれた絵馬がある。絵馬の由来は、神は馬に乗った姿で現れるとするため昔は本物の馬を奉納していたそう。しかし次第に木や紙、馬の像で代用するようになっていった。鎌倉時代以後には、絵馬の図柄は馬だけではなく多様なものが描かれるようになっていった。
一枚目の写真は板絵鬼女紅葉退治の絵馬。平安時代、信州戸隠山に住み悪事を働いた鬼を退治したとされる伝説。鬼女征伐の命令を受けた平維茂は、北向観音の加護によって退治することができたといわれている。
二枚目の写真は善光寺大地震の絵馬。一八四七年に御開帳でにぎわう善光寺を突然大地震が襲い、多くの人が亡くなった。絵馬の中央にいる市之助という人は、一五人の一行と旅を</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126923">26</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/729/126923.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【再掲】未完成の完成塔・前山寺」前山寺に訪問させていただいた際にとった写真です。未完成の完成塔と称されている通り荘厳な良い文化財だと思いました。迫力があり、平日の日中でも観光客がちらほらいていい雰囲気だった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="【再掲】未完成の完成塔・前山寺" title="【再掲】未完成の完成塔・前山寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126923">【再掲】未完成の完成塔・前山寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126923">前山寺に訪問させていただいた際にとった写真です。未完成の完成塔と称されている通り荘厳な良い文化財だと思いました。迫力があり、平日の日中でも観光客がちらほらいていい雰囲気だった。</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126922">27</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/729/126922.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「過疎地域の文化財・中禅寺」静寂のなかで精神を整え、対峙する中禅寺はとても魅力的であった。しかし文化財の維持や観光という点で言うといい印象は抱かない。交通手段が車しかなく、行くまでの道も困難。さらに私が訪れた際には受付に人が居らず非常に困惑した。地域文化財の在り方について問いかけられるものであった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="過疎地域の文化財・中禅寺" title="過疎地域の文化財・中禅寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126922">過疎地域の文化財・中禅寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126922">静寂のなかで精神を整え、対峙する中禅寺はとても魅力的であった。しかし文化財の維持や観光という点で言うといい印象は抱かない。交通手段が車しかなく、行くまでの道も困難。さらに私が訪れた際には受付に人が居らず非常に困惑した。地域文化財の在り方について問いかけられるものであった。</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126919">28</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/729/126919.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の象徴！月明り照らす上田城」上田と言えば上田城！大河ドラマ「真田丸」にて脚光を浴びたこの城は上田を大きく発展させるとともに、多くの人々に消費される文化財となった。私は長野県民として、高校時代から上田の観光の在り方について考えることがあったが、文化財による観光誘致の在り方についてこの城は今一度投げかけてくれるであろう。それでも上田城はそこに佇んでおり、私たちに寄り添ってくれる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の象徴！月明り照らす上田城" title="上田の象徴！月明り照らす上田城" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126919">上田の象徴！月明り照らす上田城</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126919">上田と言えば上田城！大河ドラマ「真田丸」にて脚光を浴びたこの城は上田を大きく発展させるとともに、多くの人々に消費される文化財となった。私は長野県民として、高校時代から上田の観光の在り方について考えることがあったが、文化財による観光誘致の在り方についてこの城は今一度投げかけてくれるであろう。それでも上田城はそこに佇んでおり、私たちに寄り添ってくれる。</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126898">29</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/777/126898.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺八角三重塔」信州最古の禅寺。境内の奥にある塔は日本で唯一の木造八角塔(正式名称、裳階付き木造八角三重塔)である。
・なぜここに珍しい塔ができたかはよくわかっておらず、何らかの形で日本に運ばれたといわれる。
→参照サイト
https://museum.umic.jp/bunkazai/document/dot1.html

かぼさ
・重要文化財の像がありました。
・国宝の三重塔を間近でみれました。
・三重塔の近くでは、お墓があったのでこんな近くにあるのはあんま見たことがなかったので驚きました。。
・安楽寺に入ると気温が低くなったきがした。とても涼しかった。夏場に行くのがあり？
・二度目に訪れたときはちょうど三周年だったらしく御朱印が特別仕様になってました。
・拝観料が必要です。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺八角三重塔" title="安楽寺八角三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126898">安楽寺八角三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126898">信州最古の禅寺。境内の奥にある塔は日本で唯一の木造八角塔(正式名称、裳階付き木造八角三重塔)である。
・なぜここに珍しい塔ができたかはよくわかっておらず、何らかの形で日本に運ばれたといわれる。
→参照サイト
https://museum.umic.jp/bunkazai/document/dot1.html

かぼさ
・重要文化財の像がありました。
・国宝の三重塔を間近でみれました。
・三重塔の近くでは、お墓があったのでこんな近くにあるのはあんま見たことがなかったので驚きました。。
・安楽寺に入ると気温が低くなったきがした。とても涼しかった。夏場に行くのがあり？
・二度目に訪れたときはちょうど三周年だったらしく御朱印が特別仕様になってました。
・拝観料が必要です。</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126880">30</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/710/126880.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「岳の幟」岳の幟は別所地域で毎年七月の十五日に近い日曜日に行われる雨乞いの儀式である。五百年以上続く伝統の儀式である。国の重要無形民俗文化財や、日本遺産にも登録されている。岳の幟当日は夜明け前、幟の行列の担い手は別所温泉を出発し、夫神岳に登る。午前六時頃、夫神岳に祀られた九頭竜神の祠に住民代表が神事を行った後、岳の幟の布と、御神酒をお供えし、祝詞をあげ、地域の安全と五穀豊穣を祈願してお祓いを行い、午前六時半頃、登り流を先頭に四十本ほどの幟を立て、最後に降り竜がついて山を下る。途中から三十本ほどの幟が加わり、その後、三頭獅子、ささら踊りの一項と合流し、別所の温泉街を一巡する。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="岳の幟" title="岳の幟" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126880">岳の幟</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126880">岳の幟は別所地域で毎年七月の十五日に近い日曜日に行われる雨乞いの儀式である。五百年以上続く伝統の儀式である。国の重要無形民俗文化財や、日本遺産にも登録されている。岳の幟当日は夜明け前、幟の行列の担い手は別所温泉を出発し、夫神岳に登る。午前六時頃、夫神岳に祀られた九頭竜神の祠に住民代表が神事を行った後、岳の幟の布と、御神酒をお供えし、祝詞をあげ、地域の安全と五穀豊穣を祈願してお祓いを行い、午前六時半頃、登り流を先頭に四十本ほどの幟を立て、最後に降り竜がついて山を下る。途中から三十本ほどの幟が加わり、その後、三頭獅子、ささら踊りの一項と合流し、別所の温泉街を一巡する。</a></td><td class="date">2024-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126855">31</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/746/126855.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「白山比咩神社」　白山比咩神社は、天平3年に上田地方において疫病が流行した際、加賀の国（石川）の白山より分産したとされる。弘安元年に現在の位置に再建され、眞田昌幸・信之などの戦国武将からの寄付状など、歴史を物語る資料が多く残されている。幕末から明治初期に信濃の地で活躍した宮大工の彫り物なども多数存在し、先人たちが地域の文化財として脈々と守り受け継がれてきたことが理解できる。
　白山比咩神社は毎年初詣に行く神社であり、私の住んでいる地元住民に親しまれている神社である。初詣に行くだけで、石碑などの存在を認識していなかった。歴史についても調べる機会はなかったので、親しみある神社について知ることができ良かった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="白山比咩神社" title="白山比咩神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126855">白山比咩神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126855">　白山比咩神社は、天平3年に上田地方において疫病が流行した際、加賀の国（石川）の白山より分産したとされる。弘安元年に現在の位置に再建され、眞田昌幸・信之などの戦国武将からの寄付状など、歴史を物語る資料が多く残されている。幕末から明治初期に信濃の地で活躍した宮大工の彫り物なども多数存在し、先人たちが地域の文化財として脈々と守り受け継がれてきたことが理解できる。
　白山比咩神社は毎年初詣に行く神社であり、私の住んでいる地元住民に親しまれている神社である。初詣に行くだけで、石碑などの存在を認識していなかった。歴史についても調べる機会はなかったので、親しみある神社について知ることができ良かった。</a></td><td class="date">2024-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126851">32</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/746/126851.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「祖父母宅の蘇民将来符」　蘇民将来符は、毎年1月7日・8日の八日堂縁日にて招福除災を祈り、参拝者に授けられる護符のこと。信濃国分寺の蘇民将来符は、ドロヤナギの木を六角錘形に作ったもので、形状や模様の一つ一つに意味がある。6つの側面には「大福・長者・蘇民・将来・子孫・人也」の文字が記されている。その形状と図柄は民芸的に格調が高く、民俗学的にも貴重な文化財とされている。昭和43年4月には上田市の民俗文化財に指定されている。
　祖父母宅には、以前から蘇民将来符があることは認識していたが、どんな意味があるかなど理解していないことが多かった。毎年購入し増え続けるため、何かしらの意味があるとは思っていたが、歴史・意義に興味を持つことは無かったので良い機会となった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="祖父母宅の蘇民将来符" title="祖父母宅の蘇民将来符" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126851">祖父母宅の蘇民将来符</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126851">　蘇民将来符は、毎年1月7日・8日の八日堂縁日にて招福除災を祈り、参拝者に授けられる護符のこと。信濃国分寺の蘇民将来符は、ドロヤナギの木を六角錘形に作ったもので、形状や模様の一つ一つに意味がある。6つの側面には「大福・長者・蘇民・将来・子孫・人也」の文字が記されている。その形状と図柄は民芸的に格調が高く、民俗学的にも貴重な文化財とされている。昭和43年4月には上田市の民俗文化財に指定されている。
　祖父母宅には、以前から蘇民将来符があることは認識していたが、どんな意味があるかなど理解していないことが多かった。毎年購入し増え続けるため、何かしらの意味があるとは思っていたが、歴史・意義に興味を持つことは無かったので良い機会となった。</a></td><td class="date">2024-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126829">33</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/775/126829.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺」安楽寺は、鎌倉時代中期に相当の規模をもった禅寺であり、信州学海の中心道場であったことがうかがわれる。当時の国宝、重要文化財など、多くの鎌倉時代の文化遺産を貯蔵する、信州最古の貴重な禅寺となっている。

秋に訪れた際には、境内の木々の紅葉が綺麗であった。季節によって様々な姿が見られるだろう。

安楽寺には重要文化財として、安楽寺前開山樵谷惟仙和尚像(右)と安楽寺前二世幼牛恵仁和尚像(左)が置かれている。

惟仙は、樵谷と号した禅僧で、木曽源氏の出自といわれている。鎌倉時代の中期、宋に渡って修学し、安楽寺を開いた人である。どっしりと安定した容姿は、生前の面影をよく伝えるものである。

恵仁は幼牛と号し、惟仙にしたがって来朝して、安楽寺二代となった中国僧である。やせ型のつつましくも鋭い表情"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺" title="安楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126829">安楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126829">安楽寺は、鎌倉時代中期に相当の規模をもった禅寺であり、信州学海の中心道場であったことがうかがわれる。当時の国宝、重要文化財など、多くの鎌倉時代の文化遺産を貯蔵する、信州最古の貴重な禅寺となっている。

秋に訪れた際には、境内の木々の紅葉が綺麗であった。季節によって様々な姿が見られるだろう。

安楽寺には重要文化財として、安楽寺前開山樵谷惟仙和尚像(右)と安楽寺前二世幼牛恵仁和尚像(左)が置かれている。

惟仙は、樵谷と号した禅僧で、木曽源氏の出自といわれている。鎌倉時代の中期、宋に渡って修学し、安楽寺を開いた人である。どっしりと安定した容姿は、生前の面影をよく伝えるものである。

恵仁は幼牛と号し、惟仙にしたがって来朝して、安楽寺二代となった中国僧である。やせ型のつつましくも鋭い表情</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126801">34</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/751/126801.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場」常田館製糸場は1900年創業の製糸工場である。
笠原工業株式会社構内に常田館製糸場に関連する施設15棟が現存していて、そのうちの明治から大正時代にかけて建てられた7棟が平成24年に国の重要文化財に指定されている。

上田駅から歩いて15分くらいで行くことができる。
たくさんの歴史が感じられる製糸場に関連する施設があり、国の重要文化財がこんなに近くにあることに驚いた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田館製糸場" title="常田館製糸場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126801">常田館製糸場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126801">常田館製糸場は1900年創業の製糸工場である。
笠原工業株式会社構内に常田館製糸場に関連する施設15棟が現存していて、そのうちの明治から大正時代にかけて建てられた7棟が平成24年に国の重要文化財に指定されている。

上田駅から歩いて15分くらいで行くことができる。
たくさんの歴史が感じられる製糸場に関連する施設があり、国の重要文化財がこんなに近くにあることに驚いた。</a></td><td class="date">2024-01-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126770">35</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/717/126770.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「舌喰池の伝承」塩田の里交流館「とっこ館」の正面道路を挟んで向かい側にある大きな池のお話。

伝承の内容

舌喰池が作られたころ、土手から水が漏れてしまっており、人柱を入れないと水が貯まらないという話がどこからか伝わっていた。（人柱とは、人を生き埋めにして祈ること。）結果的にくじ引きで、村外れの娘が人柱として選ばれた。その娘は、自分の不運を嘆き、舌を食い切り池へ身を投げ、死んでしまったそうだ。その後、村人たちはその出来事を受けて、この池を「舌喰池」と呼ぶようになった。
　

現在の舌喰池は、とても綺麗で、決してそこで人が死んでいるような印象は受けなかった。池周りの「憩いの広場」の芝も短く刈られて整備されており、とても大切にされているような印象を受けた。そのことから、地域の人々がその悲しい出来事"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="舌喰池の伝承" title="舌喰池の伝承" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126770">舌喰池の伝承</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126770">塩田の里交流館「とっこ館」の正面道路を挟んで向かい側にある大きな池のお話。

伝承の内容

舌喰池が作られたころ、土手から水が漏れてしまっており、人柱を入れないと水が貯まらないという話がどこからか伝わっていた。（人柱とは、人を生き埋めにして祈ること。）結果的にくじ引きで、村外れの娘が人柱として選ばれた。その娘は、自分の不運を嘆き、舌を食い切り池へ身を投げ、死んでしまったそうだ。その後、村人たちはその出来事を受けて、この池を「舌喰池」と呼ぶようになった。
　

現在の舌喰池は、とても綺麗で、決してそこで人が死んでいるような印象は受けなかった。池周りの「憩いの広場」の芝も短く刈られて整備されており、とても大切にされているような印象を受けた。そのことから、地域の人々がその悲しい出来事</a></td><td class="date">2024-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126769">36</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/717/126769.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前山塩野神社の伝承」この神社は独鈷山の麓にある神社で、独鈷山の山岳信仰から生まれたとされている。境内は木々に囲まれており、外界と隔てられたような神秘的な印象を受けた。

伝承の内容

昔、この神社に彫られている彫刻の竜が、夜に御神木で遊んでいたそうだ。そのうちにその木の枝が折れて枯れそうになってしまい、村人たちは困っていた。そこで、その竜を掘った人に頼んで、目玉を取ってしまった。その後のある夏に大夕立が起き、御神木に雷が落ちて煙が上がり、折れてしまった。村人たちは、竜の目玉を取らなければ、竜が雨を降らせて御神木の火を消してくれたのにと後悔したそうだ。

　実際に前山塩野神社に行ってみると、御神木には柵と屋根がついており、この伝承の出来事以降、大切に守られてきたのかなと感じた。竜が雨を降らせてくれる"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="前山塩野神社の伝承" title="前山塩野神社の伝承" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126769">前山塩野神社の伝承</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126769">この神社は独鈷山の麓にある神社で、独鈷山の山岳信仰から生まれたとされている。境内は木々に囲まれており、外界と隔てられたような神秘的な印象を受けた。

伝承の内容

昔、この神社に彫られている彫刻の竜が、夜に御神木で遊んでいたそうだ。そのうちにその木の枝が折れて枯れそうになってしまい、村人たちは困っていた。そこで、その竜を掘った人に頼んで、目玉を取ってしまった。その後のある夏に大夕立が起き、御神木に雷が落ちて煙が上がり、折れてしまった。村人たちは、竜の目玉を取らなければ、竜が雨を降らせて御神木の火を消してくれたのにと後悔したそうだ。

　実際に前山塩野神社に行ってみると、御神木には柵と屋根がついており、この伝承の出来事以降、大切に守られてきたのかなと感じた。竜が雨を降らせてくれる</a></td><td class="date">2024-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126763">37</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/721/126763.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃国分寺」信濃国分寺は奈良時代に建立された寺であり長い歴史を持ちます。三重塔は国の重要文化財に指定されています。
1月には500年以上続いている伝統行事である｢八日堂縁日｣があり、多くの人でにぎわいます。八日堂縁日では、疫病や災難を避けて福を招くといわれる護符である蘇民将来符を手に入れることができます。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="信濃国分寺" title="信濃国分寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126763">信濃国分寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126763">信濃国分寺は奈良時代に建立された寺であり長い歴史を持ちます。三重塔は国の重要文化財に指定されています。
1月には500年以上続いている伝統行事である｢八日堂縁日｣があり、多くの人でにぎわいます。八日堂縁日では、疫病や災難を避けて福を招くといわれる護符である蘇民将来符を手に入れることができます。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126743">38</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/762/126743.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所　part１」　探求テーマとして、私は「別所を盛り上げるには」と設定した。今よりも多くの人に、別所のことを知ってもらい、別所でのイベントや行事について興味を持ってもらうとともに、足を運ぶ人が増えることがこのゴールであると考えた。
　そこで、まず初めに、別所の大きな観光地である「北向観音」についての基本情報をあげた。
　そして今回は、自分ができる、行っている活動を紹介する。

　part１では、岳の幟について紹介する。
岳の幟は、７月の夏に行われているもので、別所温泉に伝わる雨乞いの祭りである。青竹に色とりどりの反物をくくりつけた幟の行列が練り歩き、笛や太鼓に合わせてささら踊りや三頭獅子舞も奉納されます。国の選択無形民俗文化財に指定された珍しいお祭りになっている。
（上田市ホームページ、信州上田観光"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所　part１" title="別所　part１" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126743">別所　part１</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126743">　探求テーマとして、私は「別所を盛り上げるには」と設定した。今よりも多くの人に、別所のことを知ってもらい、別所でのイベントや行事について興味を持ってもらうとともに、足を運ぶ人が増えることがこのゴールであると考えた。
　そこで、まず初めに、別所の大きな観光地である「北向観音」についての基本情報をあげた。
　そして今回は、自分ができる、行っている活動を紹介する。

　part１では、岳の幟について紹介する。
岳の幟は、７月の夏に行われているもので、別所温泉に伝わる雨乞いの祭りである。青竹に色とりどりの反物をくくりつけた幟の行列が練り歩き、笛や太鼓に合わせてささら踊りや三頭獅子舞も奉納されます。国の選択無形民俗文化財に指定された珍しいお祭りになっている。
（上田市ホームページ、信州上田観光</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126736">39</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/738/126736.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃国分寺」信濃国分寺本堂は文永12年に起工、万延元年に竣工され、彫刻・絵様は江戸時代末期の特徴が表れている。住宅街の中にあり、訪問した時は人があまりおらず静かな雰囲気だった。思っていたよりも大きく立派で本堂だけでなく周りの石畳や石造からも歴史を感じた。三重塔の前には紅葉が見られ、とても映えていた。上田地域の、雨が少なく太陽が出る気候も国分寺の建設地に選ばれた理由のひとつと考えられる。日本遺産のストーリーにある「太陽」というワードに関連する文化財であると考える。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="信濃国分寺" title="信濃国分寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126736">信濃国分寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126736">信濃国分寺本堂は文永12年に起工、万延元年に竣工され、彫刻・絵様は江戸時代末期の特徴が表れている。住宅街の中にあり、訪問した時は人があまりおらず静かな雰囲気だった。思っていたよりも大きく立派で本堂だけでなく周りの石畳や石造からも歴史を感じた。三重塔の前には紅葉が見られ、とても映えていた。上田地域の、雨が少なく太陽が出る気候も国分寺の建設地に選ばれた理由のひとつと考えられる。日本遺産のストーリーにある「太陽」というワードに関連する文化財であると考える。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126725">40</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/752/126725.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長福寺」　長福寺は平安時代の965年創建で、創基は祐存上人と伝えられている。境内にある八角円堂は、法隆寺の夢殿を模して２分の１の縮尺で建てられた美しい御堂で、「信州夢殿」と呼ばれている。その中には、国の重要文化財である「長福寺銅造菩薩立像」が本尊として安置されている。像は高さ36.7㎝の小金銅仏で、白鳳時代の作品だと考えられる。

　長福寺は生島足島神社の隣にあるが、生島足島神社と比べて訪問する人がとても少ないと感じた。観光客が少ない理由として、年に数回の特別公開でしか長福寺銅造菩薩立像を見られないことが考えられる。公開する頻度を増やし、それをアピールすれば、訪問する人が増えると思う。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="長福寺" title="長福寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126725">長福寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126725">　長福寺は平安時代の965年創建で、創基は祐存上人と伝えられている。境内にある八角円堂は、法隆寺の夢殿を模して２分の１の縮尺で建てられた美しい御堂で、「信州夢殿」と呼ばれている。その中には、国の重要文化財である「長福寺銅造菩薩立像」が本尊として安置されている。像は高さ36.7㎝の小金銅仏で、白鳳時代の作品だと考えられる。

　長福寺は生島足島神社の隣にあるが、生島足島神社と比べて訪問する人がとても少ないと感じた。観光客が少ない理由として、年に数回の特別公開でしか長福寺銅造菩薩立像を見られないことが考えられる。公開する頻度を増やし、それをアピールすれば、訪問する人が増えると思う。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126716">41</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/773/126716.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長野の観光地の持続性　牛臥川」牛臥川は古来よりたくさんの洪水が起きているところで、様々な対策が行われている場所である。その対策である砂防工事の完成形がとてもきれいで、それは階段工と呼ばれるものである。階段工は名前の通り階段のように連なっている水路でそこに水が流れる様子は実際にみてもとてもきれいだった。そして、その石積技術や景観をもとに、国指定の重要文化財となった。しかし見に行ってみたら、季節的な問題もあるかもしれないが人は全然いなかったためやはり盛り上げていきたいと考えた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="長野の観光地の持続性　牛臥川" title="長野の観光地の持続性　牛臥川" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126716">長野の観光地の持続性　牛臥川</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126716">牛臥川は古来よりたくさんの洪水が起きているところで、様々な対策が行われている場所である。その対策である砂防工事の完成形がとてもきれいで、それは階段工と呼ばれるものである。階段工は名前の通り階段のように連なっている水路でそこに水が流れる様子は実際にみてもとてもきれいだった。そして、その石積技術や景観をもとに、国指定の重要文化財となった。しかし見に行ってみたら、季節的な問題もあるかもしれないが人は全然いなかったためやはり盛り上げていきたいと考えた。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126715">42</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/692/126715.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所神社」別所神社は、古くから熊野社といわれていて、社伝によると、紀州の熊野本宮大社からの分祀されたといわれている。明治11年までは熊野社とされていたが、以降は別所神社に改められた。横には神楽殿もあり、別所が一望できる。現在では、神楽殿を利用したヨガなどがある。
建築様式や、建物を飾る彫刻も華やかで、建築物として優れ、当初の形式がよく残され、文化財として保存価値の高いものです。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所神社" title="別所神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126715">別所神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126715">別所神社は、古くから熊野社といわれていて、社伝によると、紀州の熊野本宮大社からの分祀されたといわれている。明治11年までは熊野社とされていたが、以降は別所神社に改められた。横には神楽殿もあり、別所が一望できる。現在では、神楽殿を利用したヨガなどがある。
建築様式や、建物を飾る彫刻も華やかで、建築物として優れ、当初の形式がよく残され、文化財として保存価値の高いものです。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126711">43</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/692/126711.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長福寺」長福寺はその八角のお堂は信州の夢殿と称されている。奈良の法隆寺の夢殿完全二分の一に写し、瓦なども奈良のものを使用するなど、当時の匠の技術が集結した昭和を代表する建築である。実際に見てみて、これまで見てきたものと比べて、八角形が珍しく、感じた。縁起のあるものとされているのだから、もう少し、存在感を強調したほうがいいと感じた。この時は見ることができなかった、長福寺銅像菩薩立像があるのだが、これは国の重要文化財にもなっていて、飛鳥時代の歴史遺産として、いつかは見てみたいと感じた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="長福寺" title="長福寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126711">長福寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126711">長福寺はその八角のお堂は信州の夢殿と称されている。奈良の法隆寺の夢殿完全二分の一に写し、瓦なども奈良のものを使用するなど、当時の匠の技術が集結した昭和を代表する建築である。実際に見てみて、これまで見てきたものと比べて、八角形が珍しく、感じた。縁起のあるものとされているのだから、もう少し、存在感を強調したほうがいいと感じた。この時は見ることができなかった、長福寺銅像菩薩立像があるのだが、これは国の重要文化財にもなっていて、飛鳥時代の歴史遺産として、いつかは見てみたいと感じた。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126622">44</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/731/126622.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常楽寺」別所温泉・北向観音の本坊。鎌倉時代には天台教学の道場として栄えました。境内には国の重要文化財に指定されている石造多宝塔があります。
階段を上がって最初に目に飛び込んでくるのは茅葺の本堂です。平成15年に修復工事を行った際、建立当時の建築様式に改めました。
堂内には当時そのままの色彩を残す格天井が美しく、ご本尊の妙観察智弥陀如来は、阿弥陀如来には珍しい宝冠を頂く阿弥陀です。
授業の課題で訪れました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常楽寺" title="常楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126622">常楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126622">別所温泉・北向観音の本坊。鎌倉時代には天台教学の道場として栄えました。境内には国の重要文化財に指定されている石造多宝塔があります。
階段を上がって最初に目に飛び込んでくるのは茅葺の本堂です。平成15年に修復工事を行った際、建立当時の建築様式に改めました。
堂内には当時そのままの色彩を残す格天井が美しく、ご本尊の妙観察智弥陀如来は、阿弥陀如来には珍しい宝冠を頂く阿弥陀です。
授業の課題で訪れました。</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126620">45</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/731/126620.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺」境内の奥にたたずむ塔は日本で唯一の木造八角塔で、長野県で最初に国宝に指定されました。中国宋時代の禅宗様（唐様）という建築様式で、一番下の屋根は裳階と呼ばれ、ひさしにあたります。当時の国宝、重要文化財など、多くの鎌倉時代の文化遺産を貯蔵する、信州最古の貴重な禅寺となっています。
坂道が多かったので、高齢者が訪れるには大変だと感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺" title="安楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126620">安楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126620">境内の奥にたたずむ塔は日本で唯一の木造八角塔で、長野県で最初に国宝に指定されました。中国宋時代の禅宗様（唐様）という建築様式で、一番下の屋根は裳階と呼ばれ、ひさしにあたります。当時の国宝、重要文化財など、多くの鎌倉時代の文化遺産を貯蔵する、信州最古の貴重な禅寺となっています。
坂道が多かったので、高齢者が訪れるには大変だと感じました。</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126614">46</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/829/126614.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「デジタルアーカイブ」デジタルアーカイブを知っている人が少ないので、実物を記録・保存するより良いところは何か。多くの人に利用してもらうためにできることはあるか考えました。
デジタルアーカイブは、公文書・書籍・芸術作品などをデジタル化して保存、公開します。今回は、①国立公文書館デジタルアーカイブ ②Col Base ③NHKアーカイブス を閲覧しました。

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

①国立公文書館
・言語は日本語、英語。中国語や韓国語も加えて欲しい。サイトの文字全体も大きくできる。
・TOPページには、ジャンルが６つ挙げられていて、選びやすい。検索もできる。
・ジャンルを一つ選ぶと、該当する資料が並ぶ。資料名と読み仮名、資料の画像も表示されるので、見やすい。表示方法を変えると、資料の説明も加わる。選んだ資料を拡大しても、細かい文字が鮮明に見える。(上</a></td><td class="date">2024-01-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126595">47</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/817/126595.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「紺屋町 八幡神社」　上田市中央西にある神社。境内には小さな公園もある。
　市指定の文化財に指定さている「紺野町八幡社絵馬」が奉納されていた。現在は上田市立博物館に展示されている。
1688（貞享8）年、徳川綱吉が世を収めていたこの時代に当時の上田藩主、仙石政明らによって奉納された大絵馬である。高さは102㎝、幅160ｃｍの大きさを誇り、黒と白の大鷹が描かれている。長谷川派の作者によるもの。
この神社は上田城から見て鬼門の方向にあるため、当時から上田城主に手厚く保護されていたようだ。

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

近くにはスーパーやホームセンター、喫茶店があるため買い物やお茶ついでにいらしてほしい。</a></td><td class="date">2024-01-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126529">48</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126529.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「曳家工事中の常田館製糸場」2009/02/03の記録。笠原工業敷地内にある旧常田館製糸場の建物を曳家工事している時の記録です。笠原工業前の道路の拡幅工事に伴い、道路に接する旧常田館製糸場の建物は取り壊されることになっていました。幸いにも建物は曳家することにより取り壊しを免れました。製糸業の貴重な産業遺産であり、オーナーでもある笠原工業の曳家保全の英断により、貴重な産業遺産が残されたことは長く記憶されるべきことと思い、その記録をここに残しておきます。

後にこれらの建造物は国の重要文化財に指定されました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126529.jpg" alt="曳家工事中の常田館製糸場" title="曳家工事中の常田館製糸場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126529">曳家工事中の常田館製糸場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126529">2009/02/03の記録。笠原工業敷地内にある旧常田館製糸場の建物を曳家工事している時の記録です。笠原工業前の道路の拡幅工事に伴い、道路に接する旧常田館製糸場の建物は取り壊されることになっていました。幸いにも建物は曳家することにより取り壊しを免れました。製糸業の貴重な産業遺産であり、オーナーでもある笠原工業の曳家保全の英断により、貴重な産業遺産が残されたことは長く記憶されるべきことと思い、その記録をここに残しておきます。

後にこれらの建造物は国の重要文化財に指定されました。</a></td><td class="date">2024-01-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126471">49</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/730/126471.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田城跡」真田昌幸によって築かれた上田城。
この城は真田氏が「関ヶ原の戦い」を含む、二度にわたって、徳川の大軍を追い払った実践経験のある城として有名である。
廃城となったが、現在でも本丸と二の丸には土塁、石垣、堀跡がある。
また、本丸の三基の櫓は昔の姿をとどめており、観覧が可能である（有料）。

堀跡の周りを一周できるように道が整備されており、観光しやすい文化財である。
敷地内や周辺には”真田神社”や”市立博物館”、”児童遊園地”などがあるので
歴史の理解を深めたい方や家族連れなど幅広い方々に楽しんでいただけると考える。

上田市では最も有名な文化財であり、観光スポットであるので
まだ訪れたことのない方には是非歴史の一部を体感しに出かけてもらいたい。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田城跡" title="上田城跡" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126471">上田城跡</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126471">真田昌幸によって築かれた上田城。
この城は真田氏が「関ヶ原の戦い」を含む、二度にわたって、徳川の大軍を追い払った実践経験のある城として有名である。
廃城となったが、現在でも本丸と二の丸には土塁、石垣、堀跡がある。
また、本丸の三基の櫓は昔の姿をとどめており、観覧が可能である（有料）。

堀跡の周りを一周できるように道が整備されており、観光しやすい文化財である。
敷地内や周辺には”真田神社”や”市立博物館”、”児童遊園地”などがあるので
歴史の理解を深めたい方や家族連れなど幅広い方々に楽しんでいただけると考える。

上田市では最も有名な文化財であり、観光スポットであるので
まだ訪れたことのない方には是非歴史の一部を体感しに出かけてもらいたい。</a></td><td class="date">2023-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126416">50</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/730/126416.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「木造惟仙和尚坐像・木造恵仁和尚坐像」安楽寺の境内の伝芳堂に、惟仙と開山二世幼牛恵仁の等身大の僧侶の「頂相」が並んで祀られている。
没後、お弟子さん達が慕い造立したもの。
安楽寺が鎌倉と同水準の禅宗文化を受容し、「信州の学海」として、
修行僧を多数輩出していたことが分かる貴重な文化財である。

実際に見ると大変造りが細かく、お弟子さん達の腕の良さが伺える。
八角三重塔を参拝する順路の途中に祀られているので一緒にご覧いただきたい。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="木造惟仙和尚坐像・木造恵仁和尚坐像" title="木造惟仙和尚坐像・木造恵仁和尚坐像" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126416">木造惟仙和尚坐像・木造恵仁和尚坐像</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126416">安楽寺の境内の伝芳堂に、惟仙と開山二世幼牛恵仁の等身大の僧侶の「頂相」が並んで祀られている。
没後、お弟子さん達が慕い造立したもの。
安楽寺が鎌倉と同水準の禅宗文化を受容し、「信州の学海」として、
修行僧を多数輩出していたことが分かる貴重な文化財である。

実際に見ると大変造りが細かく、お弟子さん達の腕の良さが伺える。
八角三重塔を参拝する順路の途中に祀られているので一緒にご覧いただきたい。</a></td><td class="date">2023-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126411">51</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/840/126411.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田日本遺産　１」前山寺に訪問させていただいた際にとった写真です。未完成の完成塔と称されている通り荘厳な良い文化財だと思いました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田日本遺産　１" title="上田日本遺産　１" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126411">上田日本遺産　１</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126411">前山寺に訪問させていただいた際にとった写真です。未完成の完成塔と称されている通り荘厳な良い文化財だと思いました。</a></td><td class="date">2023-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126304">52</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/803/126304.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の文化財　前山寺」前山寺は独鈷山の山麓に位置しており、塩田平が望める寺である。８１２年に空海によって開かれたという歴史を持つ。境内には国の重要文化財に指定されている三重塔や天皇陛下の当寺参拝に合わせて作られた長い石段があり、非常に見どころがあった。石段にそっておかれている石碑には心にしみる格言が書かれていた。山麓にあるため寺にたどり着くまで険しい道が続くが、境内に休憩所や売店があるため疲れを癒せる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の文化財　前山寺" title="上田の文化財　前山寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126304">上田の文化財　前山寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126304">前山寺は独鈷山の山麓に位置しており、塩田平が望める寺である。８１２年に空海によって開かれたという歴史を持つ。境内には国の重要文化財に指定されている三重塔や天皇陛下の当寺参拝に合わせて作られた長い石段があり、非常に見どころがあった。石段にそっておかれている石碑には心にしみる格言が書かれていた。山麓にあるため寺にたどり着くまで険しい道が続くが、境内に休憩所や売店があるため疲れを癒せる。</a></td><td class="date">2023-12-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126275">53</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/689/126275.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長福寺銅造菩薩立像」　⻑福寺銅造菩薩立像は、⻑福寺「信州夢殿」の本尊。
アルカイックスマイルを特徴とする、像高36.7cmの小
金銅仏で、7世紀後半の白鳳時代の作品と考えられる。腰部をひきしめた均整のとれた流れるような細身の体つき、そして笑みをたたえた柔和な表情、やわらかな体部の肉づけのこの菩薩像は「夢殿観音」とも呼ばれる、七世紀後半の白鳳時代の特徴をよく示している。国の重要文化財に認定されている。
　長福寺銅造菩薩立像のアルカイックスマイルは、安らぎを与えてくれているように感じた。また、ずっと見守ってくれているような感じがした。


　"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="長福寺銅造菩薩立像" title="長福寺銅造菩薩立像" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126275">長福寺銅造菩薩立像</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126275">　⻑福寺銅造菩薩立像は、⻑福寺「信州夢殿」の本尊。
アルカイックスマイルを特徴とする、像高36.7cmの小
金銅仏で、7世紀後半の白鳳時代の作品と考えられる。腰部をひきしめた均整のとれた流れるような細身の体つき、そして笑みをたたえた柔和な表情、やわらかな体部の肉づけのこの菩薩像は「夢殿観音」とも呼ばれる、七世紀後半の白鳳時代の特徴をよく示している。国の重要文化財に認定されている。
　長福寺銅造菩薩立像のアルカイックスマイルは、安らぎを与えてくれているように感じた。また、ずっと見守ってくれているような感じがした。


　</a></td><td class="date">2023-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126240">54</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/717/126240.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「北向観音堂」別所温泉にある観音堂。名前の通り、本堂は北向きに面していて、全国的にも珍しいそうである。この本堂に安置している本尊は、千手観音菩薩であり、南向きに面している善光寺阿弥陀如来に相対している。そのことから、善光寺だけでは片参りなると伝えられており、また古くから厄除観音として知られているそうだ。付近には他の文化財もあって、上田の歴史を感じることのできる場所になっている。別所地域を見渡せるところに立地しているので、温泉巡りのついでに立ち寄って、景色を堪能してはどうだろうか。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="北向観音堂" title="北向観音堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126240">北向観音堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126240">別所温泉にある観音堂。名前の通り、本堂は北向きに面していて、全国的にも珍しいそうである。この本堂に安置している本尊は、千手観音菩薩であり、南向きに面している善光寺阿弥陀如来に相対している。そのことから、善光寺だけでは片参りなると伝えられており、また古くから厄除観音として知られているそうだ。付近には他の文化財もあって、上田の歴史を感じることのできる場所になっている。別所地域を見渡せるところに立地しているので、温泉巡りのついでに立ち寄って、景色を堪能してはどうだろうか。</a></td><td class="date">2023-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126215">55</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/751/126215.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「生島足島神社」生島足島神社は別所線の下之郷駅から徒歩3分の場所に位置している。
駐車場もあり、車での参拝も可能である。

生島足島神社は、生島大神と足島大神のニ神が祀られている。
生島足島神社の歴史は古く、平安時代初期の書物、「延喜式」にも載っているほどである。
たくさんの起請文が残っており、国指定文化財になっている。"><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=126215">生島足島神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126215">生島足島神社は別所線の下之郷駅から徒歩3分の場所に位置している。
駐車場もあり、車での参拝も可能である。

生島足島神社は、生島大神と足島大神のニ神が祀られている。
生島足島神社の歴史は古く、平安時代初期の書物、「延喜式」にも載っているほどである。
たくさんの起請文が残っており、国指定文化財になっている。</a></td><td class="date">2023-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126214">56</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/763/126214.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺・八角三重塔」信州最古の禅寺である。日本で唯一の木造八角塔で、長野県で最初に国宝に指定された。長野県が世界に誇る貴重な文化財である。中国宋時代の禅宗様という建築方式である。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺・八角三重塔" title="安楽寺・八角三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126214">安楽寺・八角三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126214">信州最古の禅寺である。日本で唯一の木造八角塔で、長野県で最初に国宝に指定された。長野県が世界に誇る貴重な文化財である。中国宋時代の禅宗様という建築方式である。</a></td><td class="date">2023-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126182">57</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126182.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「菅平高原の茅場」11/24(金)、菅平高原で菅平中学校の生徒たちがカヤ刈り体験をしました。筑波大学の田中先生が自然環境とカヤ刈りの解説をし、生徒たちは広い茅場でカヤ刈りをしました。正直なところ私もカヤ刈りの現場に直面したことは初めてです。この場所はもともとはスキー場の一部ですが、現在は使われていない場所になり、豊かに茅が群生しています。自生する茅を刈り、これらは文化財の屋根の再生に使われたり、堆肥の材料になったりするとのこと。生徒たちがカヤ刈りを体験しながら、自然の環境や自然資源のリサイクルを学べる大切な学習体験でした。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126182.jpg" alt="菅平高原の茅場" title="菅平高原の茅場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126182">菅平高原の茅場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126182">11/24(金)、菅平高原で菅平中学校の生徒たちがカヤ刈り体験をしました。筑波大学の田中先生が自然環境とカヤ刈りの解説をし、生徒たちは広い茅場でカヤ刈りをしました。正直なところ私もカヤ刈りの現場に直面したことは初めてです。この場所はもともとはスキー場の一部ですが、現在は使われていない場所になり、豊かに茅が群生しています。自生する茅を刈り、これらは文化財の屋根の再生に使われたり、堆肥の材料になったりするとのこと。生徒たちがカヤ刈りを体験しながら、自然の環境や自然資源のリサイクルを学べる大切な学習体験でした。</a></td><td class="date">2023-11-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126169">58</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/716/126169.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「釈迦如来坐像」中禅寺にある釈迦如来坐像は、惜しくも伐採されてしまった、樹齢百年を越える檜と杉の精霊を祀るために安置されています。このお釈迦様は、木でつくられていることもあり、その表情は柔らかく温かいものを感じることができます。長年この地を見守ってきた大木から作られたお釈迦様は、人々の心を癒やしてくれるパワーを持っています。神社やお寺にある木を伐採しなければならないというお話は、日本の昔話でもよく登場します。その際に、惜しまれつつも伐採された大木をまた新たな形に生まれ変わらせて人々の心のよりどころとなるようなものにすることは、日本人の精神として古くからあるものなのかなと思いました。歴史的な文化財というわけではありませんが、今日に息づく塩田平や日本の自然と人との関わり方を垣間見ることができま"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="釈迦如来坐像" title="釈迦如来坐像" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126169">釈迦如来坐像</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126169">中禅寺にある釈迦如来坐像は、惜しくも伐採されてしまった、樹齢百年を越える檜と杉の精霊を祀るために安置されています。このお釈迦様は、木でつくられていることもあり、その表情は柔らかく温かいものを感じることができます。長年この地を見守ってきた大木から作られたお釈迦様は、人々の心を癒やしてくれるパワーを持っています。神社やお寺にある木を伐採しなければならないというお話は、日本の昔話でもよく登場します。その際に、惜しまれつつも伐採された大木をまた新たな形に生まれ変わらせて人々の心のよりどころとなるようなものにすることは、日本人の精神として古くからあるものなのかなと思いました。歴史的な文化財というわけではありませんが、今日に息づく塩田平や日本の自然と人との関わり方を垣間見ることができま</a></td><td class="date">2023-11-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126048">59</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/701/126048.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃国分寺史跡公園」国分寺史跡公園は実は国分寺の遺構を埋め戻して作られた。
5,5ヘクタールもある。写真を撮り忘れてしまったが信濃国分寺にも訪れた。
信濃国分寺は聖武天皇の勅願によって741年に建てられたとても歴史のあるお寺。
信濃国分寺は薬師如来を安置する本堂をはじめとした堂塔伽藍がそろっている。縁日も開かれており人や屋台でにぎわっていた。その他にも節分などの行事も開かれていて多くの人が訪れている。
三重塔は国指定の重要文化財にもなっている。
信濃国分寺は信濃の国の鎮国道場だった。
歴史が深く三重塔などは江戸末期のものとされている。
蘇民将来のお守りは家々の息災安穏と繁栄を願う。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="信濃国分寺史跡公園" title="信濃国分寺史跡公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126048">信濃国分寺史跡公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126048">国分寺史跡公園は実は国分寺の遺構を埋め戻して作られた。
5,5ヘクタールもある。写真を撮り忘れてしまったが信濃国分寺にも訪れた。
信濃国分寺は聖武天皇の勅願によって741年に建てられたとても歴史のあるお寺。
信濃国分寺は薬師如来を安置する本堂をはじめとした堂塔伽藍がそろっている。縁日も開かれており人や屋台でにぎわっていた。その他にも節分などの行事も開かれていて多くの人が訪れている。
三重塔は国指定の重要文化財にもなっている。
信濃国分寺は信濃の国の鎮国道場だった。
歴史が深く三重塔などは江戸末期のものとされている。
蘇民将来のお守りは家々の息災安穏と繁栄を願う。</a></td><td class="date">2023-11-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126018">60</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/716/126018.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前山寺三重塔」室町時代に建立した前山寺三重塔は、二層・三層の勾欄が未完成であるにもかかわらず、調和していて不自然な点がないと言われています。また、和様と禅宗様の建築様式が混じった様式で、この三重塔は建立しています。さらにこの塔の建築は、屋根を張り出すためにされている組物が細かく作られていて、細部まで美観に注意して作られています。厳かな見た目の中にも、華やかさが伺えるのは、このためだと感じました。塩田平では、武田信玄の侵攻などの戦が幾度となく繰り広げられてきたものの、このような古建築が陥落することなく、今なお残り続けています。このことは、塩田平の人々が文化財を大切に想い、守り続けた精神があるからだと感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="前山寺三重塔" title="前山寺三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126018">前山寺三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126018">室町時代に建立した前山寺三重塔は、二層・三層の勾欄が未完成であるにもかかわらず、調和していて不自然な点がないと言われています。また、和様と禅宗様の建築様式が混じった様式で、この三重塔は建立しています。さらにこの塔の建築は、屋根を張り出すためにされている組物が細かく作られていて、細部まで美観に注意して作られています。厳かな見た目の中にも、華やかさが伺えるのは、このためだと感じました。塩田平では、武田信玄の侵攻などの戦が幾度となく繰り広げられてきたものの、このような古建築が陥落することなく、今なお残り続けています。このことは、塩田平の人々が文化財を大切に想い、守り続けた精神があるからだと感じました。</a></td><td class="date">2023-11-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125937">61</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/740/125937.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常楽寺」上田市の指定文化財です。
平安時代の始めに北向観音の本坊として慈覚大師（円仁）によって建てられた天台宗の寺で、大日如来の化身妙観察智阿弥陀如来がまつられています。
学問への貢献も知られている寺で、多くの青年僧が学んだとされています。
重厚な茅葺き屋根が神聖な雰囲気を醸し出しています。

寺の裏手の林は北向観音が出現したと言われ、石像多宝塔があります。（100円の拝観料が必要）

また境内に美術館も併設されています。（記事作成者が行ったときは残念ながら閉まっていました。）"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常楽寺" title="常楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125937">常楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125937">上田市の指定文化財です。
平安時代の始めに北向観音の本坊として慈覚大師（円仁）によって建てられた天台宗の寺で、大日如来の化身妙観察智阿弥陀如来がまつられています。
学問への貢献も知られている寺で、多くの青年僧が学んだとされています。
重厚な茅葺き屋根が神聖な雰囲気を醸し出しています。

寺の裏手の林は北向観音が出現したと言われ、石像多宝塔があります。（100円の拝観料が必要）

また境内に美術館も併設されています。（記事作成者が行ったときは残念ながら閉まっていました。）</a></td><td class="date">2023-10-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125933">62</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/740/125933.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所神社」別所温泉にある上田市の指定文化財です。
建てられた当時は熊野大宮大社(和歌山県)の熊野大神を祭ったものでした。
後に本殿の後ろにある「男石」、「女石」、「子種石」
も「縁結び」のご利益があるとされ、祀られました。
現在の「別所神社」は明治11年からの名称になります。

熊野大宮大社の分社でありながら、別所の地域文化に根ざしている特殊な神社です。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所神社" title="別所神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125933">別所神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125933">別所温泉にある上田市の指定文化財です。
建てられた当時は熊野大宮大社(和歌山県)の熊野大神を祭ったものでした。
後に本殿の後ろにある「男石」、「女石」、「子種石」
も「縁結び」のご利益があるとされ、祀られました。
現在の「別所神社」は明治11年からの名称になります。

熊野大宮大社の分社でありながら、別所の地域文化に根ざしている特殊な神社です。</a></td><td class="date">2023-10-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125542">63</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/239/125542.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学生の地域探究テーマ2023」【第3回課題10/19】信州上田学2023/マイサイトと探究テーマ　

▼社会福祉学部学生
1　長野県の自然
2　蚕都上田はどのようにして生まれたか
3　上田の地域の特徴から、福祉に活用できる社会資源を考える。
4　上田にある文化財について
5　上田市の特産物にはなにがあるのか、特産物と気候や地形との関係、特産物を使った料理について
6　上田市の食とそこから見る地域の特性
7　上田城の季節による変化
8　食と福祉（飲食店と社会福祉施設、養護施設との連携）
9　真田幸村と上田の関わり
10　なぜ上田には晴れが多いのか
11　別所温泉の自然風景とその風景に関する歴史学的・地理学的な知識
12　上田と福祉について
13　上田市内の地区の名前の由来について
14　上田市は子育てや生活をする上で、便利な地なのかどうか
15　上田市の子ど"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/239/thumbnails/125542.jpg" alt="学生の地域探究テーマ2023" title="学生の地域探究テーマ2023" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125542">学生の地域探究テーマ2023</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125542">【第3回課題10/19】信州上田学2023/マイサイトと探究テーマ　

▼社会福祉学部学生
1　長野県の自然
2　蚕都上田はどのようにして生まれたか
3　上田の地域の特徴から、福祉に活用できる社会資源を考える。
4　上田にある文化財について
5　上田市の特産物にはなにがあるのか、特産物と気候や地形との関係、特産物を使った料理について
6　上田市の食とそこから見る地域の特性
7　上田城の季節による変化
8　食と福祉（飲食店と社会福祉施設、養護施設との連携）
9　真田幸村と上田の関わり
10　なぜ上田には晴れが多いのか
11　別所温泉の自然風景とその風景に関する歴史学的・地理学的な知識
12　上田と福祉について
13　上田市内の地区の名前の由来について
14　上田市は子育てや生活をする上で、便利な地なのかどうか
15　上田市の子ど</a></td><td class="date">2023-10-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125229">64</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/125229_0023_003.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「キモノマルシェin上田2016 プレイバック」毎年恒例の「キモノマルシェin上田」は2016年、重要文化財「常田館製糸場」を会場に10月22日に開催しました。

長野大学前川ゼミも運営に協力しました。前川はキモノアカデミー「信州の蚕糸を知ろう」でミニ講座「蚕糸王国信州への誘い」を実施しました。大勢の方にご参加いただき、製糸場施設であった常田館製糸場も併せて見学案内をしました。

隣のコーナーでは岡谷蚕糸博物館の林さんによる真綿づくり、糸取りのデモがあり、こちらも大盛況でした。昔行われていたことも現代で知る人は少なく、前川ゼミの学生もこのパフォーマンスに釘付けになっていました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125229_0023_003.jpg" alt="キモノマルシェin上田2016 プレイバック" title="キモノマルシェin上田2016 プレイバック" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125229">キモノマルシェin上田2016 プレイバック</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125229">毎年恒例の「キモノマルシェin上田」は2016年、重要文化財「常田館製糸場」を会場に10月22日に開催しました。

長野大学前川ゼミも運営に協力しました。前川はキモノアカデミー「信州の蚕糸を知ろう」でミニ講座「蚕糸王国信州への誘い」を実施しました。大勢の方にご参加いただき、製糸場施設であった常田館製糸場も併せて見学案内をしました。

隣のコーナーでは岡谷蚕糸博物館の林さんによる真綿づくり、糸取りのデモがあり、こちらも大盛況でした。昔行われていたことも現代で知る人は少なく、前川ゼミの学生もこのパフォーマンスに釘付けになっていました。</a></td><td class="date">2023-09-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125228">65</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/125228.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「キモノマルシェin上田2017 プレイバック」毎年恒例の「キモノマルシェin上田」は2017年、重要文化財「常田館製糸場」を会場に開催しました。この日10月22日はあいにくの雨。こういうこともあります。それでも大勢の人々で賑わっていました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125228.jpg" alt="キモノマルシェin上田2017 プレイバック" title="キモノマルシェin上田2017 プレイバック" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125228">キモノマルシェin上田2017 プレイバック</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125228">毎年恒例の「キモノマルシェin上田」は2017年、重要文化財「常田館製糸場」を会場に開催しました。この日10月22日はあいにくの雨。こういうこともあります。それでも大勢の人々で賑わっていました。</a></td><td class="date">2023-09-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55510">66</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/677/055510.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「４中禅寺（重要文化財）」平安時代末期から鎌倉時代初期の間に創建されたとされる独鈷山のふもとにある中部日本で最も古い木造建築物。国の重要文化財に指定されている真言宗の寺院だ。源頼朝や北条氏の庇護を受けて栄えていたが、永享年間（1429年―1441年）、寛文5年（1665年）、享保5年（1720年）と度重なる火災に遭ってしまい焼けてなくなってしまう。享保19年（1734年）に祐精法印が再び栄えさせて現在の本堂が建立された。
一般200円、高校生以下50円の拝観料が必要。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="４中禅寺（重要文化財）" title="４中禅寺（重要文化財）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55510">４中禅寺（重要文化財）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55510">平安時代末期から鎌倉時代初期の間に創建されたとされる独鈷山のふもとにある中部日本で最も古い木造建築物。国の重要文化財に指定されている真言宗の寺院だ。源頼朝や北条氏の庇護を受けて栄えていたが、永享年間（1429年―1441年）、寛文5年（1665年）、享保5年（1720年）と度重なる火災に遭ってしまい焼けてなくなってしまう。享保19年（1734年）に祐精法印が再び栄えさせて現在の本堂が建立された。
一般200円、高校生以下50円の拝観料が必要。</a></td><td class="date">2023-07-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55509">67</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/677/055509.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「３前山寺（重要文化財）」弘仁年間（812年）に弘法大師（空海）が開き、鎌倉時代に長秀上人が発展させた寺院。開創当初は法相宗と三論宗のふたつを兼ねていたが、長秀上人によって真言宗となった。二層目と三層目に勾欄という手すりのようなものがないため「未完成の完成塔」と呼ばれている。
営業時間は9時から16時で、入山するには200円が必要。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="３前山寺（重要文化財）" title="３前山寺（重要文化財）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55509">３前山寺（重要文化財）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55509">弘仁年間（812年）に弘法大師（空海）が開き、鎌倉時代に長秀上人が発展させた寺院。開創当初は法相宗と三論宗のふたつを兼ねていたが、長秀上人によって真言宗となった。二層目と三層目に勾欄という手すりのようなものがないため「未完成の完成塔」と呼ばれている。
営業時間は9時から16時で、入山するには200円が必要。</a></td><td class="date">2023-07-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55507">68</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/677/055507.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「１信濃国分寺（重要文化財）」奈良時代に建立された天台宗の寺院。承平の乱で燃えてなくなってしまったが室町時代に今の場所に再建された。蘇民将来符という疫病や災難を避けて福を招くといわれる護符
が有名で、正月の縁日にのみ手に入れることができる。
お寺は無料で参拝することができるが、信濃国分寺資料館は小中学性60円、学生180円、一般250円の入館料が必要。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="１信濃国分寺（重要文化財）" title="１信濃国分寺（重要文化財）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55507">１信濃国分寺（重要文化財）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55507">奈良時代に建立された天台宗の寺院。承平の乱で燃えてなくなってしまったが室町時代に今の場所に再建された。蘇民将来符という疫病や災難を避けて福を招くといわれる護符
が有名で、正月の縁日にのみ手に入れることができる。
お寺は無料で参拝することができるが、信濃国分寺資料館は小中学性60円、学生180円、一般250円の入館料が必要。</a></td><td class="date">2023-07-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55178">69</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/055178.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕養国神社例大祭2023」蚕養国(こがいのくに)神社は、上田小県の蚕糸業の尊祟神を祭る神社です。大星神社の摂社です。毎年恒例の例大祭はコロナ禍のために2020年以来中止となり、４年ぶりに通常の形態で催されました。

蚕養国神社奉賛会会長の笠原一洋さんの挨拶に続き、神事が催されました。その後、藤本工業社長の佐藤修一さんによる「塩尻の蚕種業～登録有形文化財となる～」と題する講演が行われました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/055178.jpg" alt="蚕養国神社例大祭2023" title="蚕養国神社例大祭2023" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55178">蚕養国神社例大祭2023</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55178">蚕養国(こがいのくに)神社は、上田小県の蚕糸業の尊祟神を祭る神社です。大星神社の摂社です。毎年恒例の例大祭はコロナ禍のために2020年以来中止となり、４年ぶりに通常の形態で催されました。

蚕養国神社奉賛会会長の笠原一洋さんの挨拶に続き、神事が催されました。その後、藤本工業社長の佐藤修一さんによる「塩尻の蚕種業～登録有形文化財となる～」と題する講演が行われました。</a></td><td class="date">2023-04-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54554">70</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/239/054554.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学生による地域キュレーション2022(信州上田学A受講生)」長野大学の地域科目「信州上田学A」を受講した学生が「信州上田」を接点とした地域キュレーションの学習成果です。タイトルを選ぶとその学生のマイサイトを表示します。

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

▼カテゴリ１：蚕都上田
<font color=maroon>【1】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/f22012>長野県の中でなぜ上田市が蚕都で有名なのか</a>
<font color=maroon>【2】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/coron850>上田の養蚕の歴史を掘り下げ、伝え続けるには。</a>
<font color=maroon>【3】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/harujinblue115>蚕都上田の歴史と未来</a>
<font color=maroon>【4】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/cloud15>製糸業の歴史</a>
<font color=maroon>【5】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/clmiduki27>蚕都上田の歴史</a>
<font color=maroon>【6】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/little0181>蚕都上田</a></td><td class="date">2023-02-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54500">71</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/648/054500.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長野県の食文化と食生活について」長野県は冬に雪が積もったり、８つの県と隣接したり、県の面積が大きいなど多くの特徴を持つ県である。その中で長野県は北信地方、南信地方、東信地方、中信地方の４つの地域に分かれてその地域ごとに食文化が生まれてきた。長野県が代表する食べ物で多く挙げられるのが、「おやき」「野沢菜漬け」「手打ちそば」である。これらは長野県選択無形民俗文化財に登録されたものである。この中でもとくに有名なものが「おやき」である。長野県ではかつて一日三食のうち一食は粉食（小麦粉や蕎麦粉を使った料理）を食べる習慣があった。「おやき」は日常的に食べられるだけではなく、生地を練って「まるめる」「まとめる」ため、おめでたい意味を込めてハレの日や人が集まる日のもてなし料理としても作られてきた。
参考文献・・・https://www.ma"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="長野県の食文化と食生活について" title="長野県の食文化と食生活について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54500">長野県の食文化と食生活について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54500">長野県は冬に雪が積もったり、８つの県と隣接したり、県の面積が大きいなど多くの特徴を持つ県である。その中で長野県は北信地方、南信地方、東信地方、中信地方の４つの地域に分かれてその地域ごとに食文化が生まれてきた。長野県が代表する食べ物で多く挙げられるのが、「おやき」「野沢菜漬け」「手打ちそば」である。これらは長野県選択無形民俗文化財に登録されたものである。この中でもとくに有名なものが「おやき」である。長野県ではかつて一日三食のうち一食は粉食（小麦粉や蕎麦粉を使った料理）を食べる習慣があった。「おやき」は日常的に食べられるだけではなく、生地を練って「まるめる」「まとめる」ため、おめでたい意味を込めてハレの日や人が集まる日のもてなし料理としても作られてきた。
参考文献・・・https://www.ma</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54437">72</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「はじめに」今回は別所温泉がどのような場所なのかについて上田市デジタルアーカイブポータルサイトを使用して探求する。

上田市デジタルアーカイブポータルサイト | 上田市の貴重な文化財や映像をデジタル化して公開 https://museum.umic.jp/index.html"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="はじめに" title="はじめに" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54437">はじめに</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54437">今回は別所温泉がどのような場所なのかについて上田市デジタルアーカイブポータルサイトを使用して探求する。

上田市デジタルアーカイブポータルサイト | 上田市の貴重な文化財や映像をデジタル化して公開 https://museum.umic.jp/index.html</a></td><td class="date">2023-02-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54212">73</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/494/054212.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕種業における歴史的建築物について」　かつて蚕種業で栄えた上田を参考に地域を活性化していく方法を模索した。
　建築物の特徴としては、作業を行いやすいよう、屋敷をつなぐ渡り廊下跡があり、温度調節のための木造の暖房施設があった。発展を示す跡として、屋敷が多く建ててあり、家紋付きの瓦や蔵など当時の発展の象徴が多くあった。
　今回の建築物は上田市上塩尻の建築を参考にさせていただいたが、養蚕に関わる設備跡はもちろん、目地時代当時の発展の様子や当時の文化を表すもの（家紋・猫瓦）が実在する資料として現存していた。これらの建築物は国登録有形文化財にもなっており、価値が高いものになっている。
　今回のイベントを介して、建築物を見学することができたがそれらを通して、別の気づきがあった。地域の方が蚕種業の歴史を詳しく知らない方がほと"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕種業における歴史的建築物について" title="蚕種業における歴史的建築物について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54212">蚕種業における歴史的建築物について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54212">　かつて蚕種業で栄えた上田を参考に地域を活性化していく方法を模索した。
　建築物の特徴としては、作業を行いやすいよう、屋敷をつなぐ渡り廊下跡があり、温度調節のための木造の暖房施設があった。発展を示す跡として、屋敷が多く建ててあり、家紋付きの瓦や蔵など当時の発展の象徴が多くあった。
　今回の建築物は上田市上塩尻の建築を参考にさせていただいたが、養蚕に関わる設備跡はもちろん、目地時代当時の発展の様子や当時の文化を表すもの（家紋・猫瓦）が実在する資料として現存していた。これらの建築物は国登録有形文化財にもなっており、価値が高いものになっている。
　今回のイベントを介して、建築物を見学することができたがそれらを通して、別の気づきがあった。地域の方が蚕種業の歴史を詳しく知らない方がほと</a></td><td class="date">2023-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54200">74</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/630/054200.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市の自然文化について」別所温泉は、信州最古の歴史を持つ七久里の湯と呼ばれる温泉を持ち、平安時代の有名な和歌集にも記されている。安息の場として栄えた別所温泉は、かつて真田幸村の隠し湯があったとも言われていて、1500年以上の歴史を持っているとされている。
また別所を含む塩田平は、信州の鎌倉とも呼ばれ、温泉に限らず多くの文化財が残されている。
「幕宮池」と呼ばれる池は、日本で最も降雨量が少ないとされる位置にあり、多くのため池が作られた場所である。


〈参考資料〉
https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/others/01DD001H230003
https://adeac.jp/shinshu-chiiki/catalog/mh055500"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="上田市の自然文化について" title="上田市の自然文化について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54200">上田市の自然文化について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54200">別所温泉は、信州最古の歴史を持つ七久里の湯と呼ばれる温泉を持ち、平安時代の有名な和歌集にも記されている。安息の場として栄えた別所温泉は、かつて真田幸村の隠し湯があったとも言われていて、1500年以上の歴史を持っているとされている。
また別所を含む塩田平は、信州の鎌倉とも呼ばれ、温泉に限らず多くの文化財が残されている。
「幕宮池」と呼ばれる池は、日本で最も降雨量が少ないとされる位置にあり、多くのため池が作られた場所である。


〈参考資料〉
https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/others/01DD001H230003
https://adeac.jp/shinshu-chiiki/catalog/mh055500</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54184">75</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/598/054184.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田製糸場」【概要】
常田館製糸場は明治33年（1900年）創業の製糸工場である。笠原工業株式会社構内に常田館製糸場に関連する施設15棟が現存しており、そのうち明治から大正時代にかけて建てられた7棟が平成24年に国の重要文化財に指定されている。国内最高層の木造5階建繭倉庫、大正時代末の鉄筋コンクリート5階建倉庫群などは、製糸技術が発達した時代の先人達の工夫と知恵の足跡が歴然と残る貴重な文化遺産である。

【歴史】
嘉永5年(1852)諏訪郡平野村に生まれた笠原房吉(かさはらふさきち)が、明治33年「常田館製糸場」を創業した。以来110年余、製糸業の隆盛と衰退のなかで、製糸工場建物は増築・取り壊し・焼失・改築・移転・用途変更等の紆余曲折を経ながら今日に至っている。

【現在】
笠原工業(株)では施設の一部を一般公開している。
公開"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田製糸場" title="常田製糸場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54184">常田製糸場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54184">【概要】
常田館製糸場は明治33年（1900年）創業の製糸工場である。笠原工業株式会社構内に常田館製糸場に関連する施設15棟が現存しており、そのうち明治から大正時代にかけて建てられた7棟が平成24年に国の重要文化財に指定されている。国内最高層の木造5階建繭倉庫、大正時代末の鉄筋コンクリート5階建倉庫群などは、製糸技術が発達した時代の先人達の工夫と知恵の足跡が歴然と残る貴重な文化遺産である。

【歴史】
嘉永5年(1852)諏訪郡平野村に生まれた笠原房吉(かさはらふさきち)が、明治33年「常田館製糸場」を創業した。以来110年余、製糸業の隆盛と衰退のなかで、製糸工場建物は増築・取り壊し・焼失・改築・移転・用途変更等の紆余曲折を経ながら今日に至っている。

【現在】
笠原工業(株)では施設の一部を一般公開している。
公開</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54179">76</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/554/054179.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田の歴史と未来」私は「蚕都上田の歴史と未来」というテーマで蚕都について探求しました。より考えを深めるために計四か所の施設に見学に行きました。
一枚目の写真は上田駅の構内に設置されている繭の女神様です。蚕糸業の全盛期時代である大正時代から蚕は上田の地を支える存在であったことが分かりました。
二枚目、三枚目の写真は常田館製糸場と上田蚕種協同組合事務棟です。製糸場は繭の乾燥や保管のために多窓式になっているなど建物ごとに様々な工夫が見られました。製糸場の建物１５棟中７棟は国の重要文化財に、事務棟は文化庁の登録有形文化財にそれぞれ指定されています。四枚目の写真はホール、美術館などの複合施設であるサントミューゼです。名前の由来は蚕都からきており、人々の交流の場として上田市には欠かせない存在になっています"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都上田の歴史と未来" title="蚕都上田の歴史と未来" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54179">蚕都上田の歴史と未来</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54179">私は「蚕都上田の歴史と未来」というテーマで蚕都について探求しました。より考えを深めるために計四か所の施設に見学に行きました。
一枚目の写真は上田駅の構内に設置されている繭の女神様です。蚕糸業の全盛期時代である大正時代から蚕は上田の地を支える存在であったことが分かりました。
二枚目、三枚目の写真は常田館製糸場と上田蚕種協同組合事務棟です。製糸場は繭の乾燥や保管のために多窓式になっているなど建物ごとに様々な工夫が見られました。製糸場の建物１５棟中７棟は国の重要文化財に、事務棟は文化庁の登録有形文化財にそれぞれ指定されています。四枚目の写真はホール、美術館などの複合施設であるサントミューゼです。名前の由来は蚕都からきており、人々の交流の場として上田市には欠かせない存在になっています</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54161">77</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/547/054161_0023_002.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州上田学まとめ」私は蚕都上田の歴史について探求しました。重要文化財である常田館製糸場や上田蚕種協業組合などに見学に行き、実際に使われていた建物をこの目で確かめることができ、改めて上田が蚕都の盛んな地域だったということを実感しました。特に印象的だったのが常田館製糸場の建物内で見つけた「猫は蚕の神様です」という言葉です。蚕が無事育ち、良い繭を作ってくれるようネズミ避けのために猫にまつわる様々な祈願がされていたと分かりました。常田館製糸場は綺麗に保管されており、中には繭で作った作品などもあったので、行ったことが無い方はぜひ足を運んでいただきたいと思いました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="信州上田学まとめ" title="信州上田学まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54161">信州上田学まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54161">私は蚕都上田の歴史について探求しました。重要文化財である常田館製糸場や上田蚕種協業組合などに見学に行き、実際に使われていた建物をこの目で確かめることができ、改めて上田が蚕都の盛んな地域だったということを実感しました。特に印象的だったのが常田館製糸場の建物内で見つけた「猫は蚕の神様です」という言葉です。蚕が無事育ち、良い繭を作ってくれるようネズミ避けのために猫にまつわる様々な祈願がされていたと分かりました。常田館製糸場は綺麗に保管されており、中には繭で作った作品などもあったので、行ったことが無い方はぜひ足を運んでいただきたいと思いました。</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54157">78</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/537/054157.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常楽寺」北向観音の本坊で、鎌倉時代には天台数学の道場として栄えていた。境内には国の重要文化財に指定されている石造多宝塔があり、苔が生えていて趣を感じることができた。樹齢350年の「御船の松」は、とても立派な松だった。


別所温泉旅館組合「別所温泉のオススメ観光情報[公式]」
https://www.bessho-onsen.com/　（最終閲覧2023/1/26）"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常楽寺" title="常楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54157">常楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54157">北向観音の本坊で、鎌倉時代には天台数学の道場として栄えていた。境内には国の重要文化財に指定されている石造多宝塔があり、苔が生えていて趣を感じることができた。樹齢350年の「御船の松」は、とても立派な松だった。


別所温泉旅館組合「別所温泉のオススメ観光情報[公式]」
https://www.bessho-onsen.com/　（最終閲覧2023/1/26）</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54148">79</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕業の施設」長野県上田市では、かつては蚕業が盛んな地域であった。それを象徴するのが常田館製糸場である。この製糸場は明治33年創業の歴史ある建造物である。当時の養蚕業は日本の近代化の原動力であり、様々な箇所で利用されていた。この施設では、室温度、通風、乾燥などを整えることで、一年を通して平均的に生糸を生産することが可能となっていた。
木造5階建繭倉庫、鉄筋コンクリート5階建倉庫群などは、国指定重要文化財に指定されている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕業の施設" title="蚕業の施設" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54148">蚕業の施設</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54148">長野県上田市では、かつては蚕業が盛んな地域であった。それを象徴するのが常田館製糸場である。この製糸場は明治33年創業の歴史ある建造物である。当時の養蚕業は日本の近代化の原動力であり、様々な箇所で利用されていた。この施設では、室温度、通風、乾燥などを整えることで、一年を通して平均的に生糸を生産することが可能となっていた。
木造5階建繭倉庫、鉄筋コンクリート5階建倉庫群などは、国指定重要文化財に指定されている。</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54116">80</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/511/054116.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の魅力と活性化」　単元３を通して、塩田平地域は「信州の鎌倉」と呼ばれ、多くの寺院や文化財、ため池など様々な魅力があることが分かった。しかし、活性化を考えたときに、オシャレや写真映えなどに興味がある若者からすると、現在の塩田平にあまり興味が湧かないと感じた。
　そこで、ため池を活用した花火を打ち上げやイルミネーション、夜桜や紅葉をライトアップすることで若者を呼び込めると考えた。広いため池では、スワンボートのような足漕ぎボートを設置することで、若者だけでなく親子も楽しめると考える。
　また、生島足島神社で祭りを開催したり、マルシェのようなものを開いたりすることで、老若男女問わず楽しめる場所になると考えた。マルシェでは地域の特産品などの宣伝を行うことも可能である。
　以前、「信州上田レイライン線」"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="上田の魅力と活性化" title="上田の魅力と活性化" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54116">上田の魅力と活性化</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54116">　単元３を通して、塩田平地域は「信州の鎌倉」と呼ばれ、多くの寺院や文化財、ため池など様々な魅力があることが分かった。しかし、活性化を考えたときに、オシャレや写真映えなどに興味がある若者からすると、現在の塩田平にあまり興味が湧かないと感じた。
　そこで、ため池を活用した花火を打ち上げやイルミネーション、夜桜や紅葉をライトアップすることで若者を呼び込めると考えた。広いため池では、スワンボートのような足漕ぎボートを設置することで、若者だけでなく親子も楽しめると考える。
　また、生島足島神社で祭りを開催したり、マルシェのようなものを開いたりすることで、老若男女問わず楽しめる場所になると考えた。マルシェでは地域の特産品などの宣伝を行うことも可能である。
　以前、「信州上田レイライン線」</a></td><td class="date">2023-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=30702">81</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/194/030702.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「十九夜塔（加増公民館）」加増公民館駐車場の諏訪神社への階段の左に建立されている如意輪観音。きれいな案内板が設置されています。

寛政7年（1795年）建立。



<a href=https://map.sekibutsu.info/?x=138.4368460000&y=36.3211280000&z=16&e=6291>石造物マップ</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/194/thumbnails/030702.jpg" alt="十九夜塔（加増公民館）" title="十九夜塔（加増公民館）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=30702">十九夜塔（加増公民館）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=30702">加増公民館駐車場の諏訪神社への階段の左に建立されている如意輪観音。きれいな案内板が設置されています。

寛政7年（1795年）建立。



<a href=https://map.sekibutsu.info/?x=138.4368460000&y=36.3211280000&z=16&e=6291>石造物マップ</a></a></td><td class="date">2022-12-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11735">82</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/594/011735.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「氷上王子神社」氷上王子神社(ヒカミオウジジンジャ)は建御名方命、月読命、氷上王子命を祭神としている神社である。神社内にある王子像は市指定文化財に指定されている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="氷上王子神社" title="氷上王子神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11735">氷上王子神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11735">氷上王子神社(ヒカミオウジジンジャ)は建御名方命、月読命、氷上王子命を祭神としている神社である。神社内にある王子像は市指定文化財に指定されている。</a></td><td class="date">2022-12-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11689">83</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/607/011689.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「温泉薬師瑠璃殿」温泉薬師瑠璃殿は北向観音の境内にある薬師堂であり、建物は崖にへばりつくように建てられていました。瑠璃殿という名称は薬師如来の「瑠璃光如来」から来ているが、温泉の薬効と薬師如来の病苦から人々を救うというご利益が結びついた温泉薬師信仰のためである。以前は大師湯の西隣にあったとされるが、寛保二年(1741)湯川の氾濫によって今の場所に移され、文化六年(1809)に現在の形に再建された。
土台が意外と細いにもかかわらずしっかりと立っていて、周りには大きな木に囲まれていた。その木の中のひとつに上田市の文化財である愛染カツラ(あいぜんかつら)もありました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="温泉薬師瑠璃殿" title="温泉薬師瑠璃殿" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11689">温泉薬師瑠璃殿</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11689">温泉薬師瑠璃殿は北向観音の境内にある薬師堂であり、建物は崖にへばりつくように建てられていました。瑠璃殿という名称は薬師如来の「瑠璃光如来」から来ているが、温泉の薬効と薬師如来の病苦から人々を救うというご利益が結びついた温泉薬師信仰のためである。以前は大師湯の西隣にあったとされるが、寛保二年(1741)湯川の氾濫によって今の場所に移され、文化六年(1809)に現在の形に再建された。
土台が意外と細いにもかかわらずしっかりと立っていて、周りには大きな木に囲まれていた。その木の中のひとつに上田市の文化財である愛染カツラ(あいぜんかつら)もありました。</a></td><td class="date">2022-12-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11680">84</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/614/011680.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「願行寺」浄土宗の寺院、願行寺。設立には海野小太郎が関わっており、入り口の四脚門は市の指定文化財に登録されている。
古くは真田昌幸が上田城下町を作る際に海野郷から城に近い厩裏町に移され、その後息子の真田信之によって現在地に移された。
それにしても、「願い行く寺」ってなんかいいですよね。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="願行寺" title="願行寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11680">願行寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11680">浄土宗の寺院、願行寺。設立には海野小太郎が関わっており、入り口の四脚門は市の指定文化財に登録されている。
古くは真田昌幸が上田城下町を作る際に海野郷から城に近い厩裏町に移され、その後息子の真田信之によって現在地に移された。
それにしても、「願い行く寺」ってなんかいいですよね。</a></td><td class="date">2022-12-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11616">85</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/591/011616.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「笠原工業常田館製糸場」上田市常田にある笠原工業常田館製糸場は明治33年に操業し国指定重要文化財にも指定されている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="笠原工業常田館製糸場" title="笠原工業常田館製糸場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11616">笠原工業常田館製糸場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11616">上田市常田にある笠原工業常田館製糸場は明治33年に操業し国指定重要文化財にも指定されている。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11600">86</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/529/011600.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場」国指定重要文化財にされた「笠原工業旧常田館製糸場施設」を見学しに行きました。構内には建物15棟が現存されていて、その内7棟が重要文化財として一般公開されています。昔のままの木造の繭倉庫は圧巻でした。機械などはありませんでしたが、当時の技術を知ることができました。展示品もあり、なんだか心が和みました。
常田館製糸場は1900年(明治33年)に創業し、110年余り、製糸業の隆盛と衰退の中で、製糸工場建物は増築、取り壊し、焼失、改築、移転、用途変更等の紆余曲折を経ながら今に至ります。現在はスチロール製品を製造しています。3階繭倉庫と5階繭倉庫は、多窓式と呼ばれる自然乾燥を前提とした繭倉庫の形式である一方で、4階繭倉庫と5階鉄筋繭倉庫は密閉
式の繭倉庫であり、大正時代以降は乾燥機の発達により通風による乾燥が"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田館製糸場" title="常田館製糸場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11600">常田館製糸場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11600">国指定重要文化財にされた「笠原工業旧常田館製糸場施設」を見学しに行きました。構内には建物15棟が現存されていて、その内7棟が重要文化財として一般公開されています。昔のままの木造の繭倉庫は圧巻でした。機械などはありませんでしたが、当時の技術を知ることができました。展示品もあり、なんだか心が和みました。
常田館製糸場は1900年(明治33年)に創業し、110年余り、製糸業の隆盛と衰退の中で、製糸工場建物は増築、取り壊し、焼失、改築、移転、用途変更等の紆余曲折を経ながら今に至ります。現在はスチロール製品を製造しています。3階繭倉庫と5階繭倉庫は、多窓式と呼ばれる自然乾燥を前提とした繭倉庫の形式である一方で、4階繭倉庫と5階鉄筋繭倉庫は密閉
式の繭倉庫であり、大正時代以降は乾燥機の発達により通風による乾燥が</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11559">87</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/586/011559.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前山寺」　真言宗のお寺である前山寺。
　マツやサクラなどの並木が両側をおおう約150メートルの参道は、昭和54年に上田市文化財保護条例により市指定記念物に指定された。山に向かって参道を進むと、色あせた木でできた風情漂う門が出迎える。門をくぐった先には国の重要文化財に指定されている三重塔がそびえ立ち、戦国時代から伝わる建築美を間近で楽しむことができた。
　入山料は一般・大学生200円。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="前山寺" title="前山寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11559">前山寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11559">　真言宗のお寺である前山寺。
　マツやサクラなどの並木が両側をおおう約150メートルの参道は、昭和54年に上田市文化財保護条例により市指定記念物に指定された。山に向かって参道を進むと、色あせた木でできた風情漂う門が出迎える。門をくぐった先には国の重要文化財に指定されている三重塔がそびえ立ち、戦国時代から伝わる建築美を間近で楽しむことができた。
　入山料は一般・大学生200円。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11547">88</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の蚕業」長野県上田市では、かつては蚕業が盛んな地域であった。それを象徴するのが常田館製糸場である。この製糸場は明治33年創業の歴史ある建造物である。当時の養蚕業は日本の近代化の原動力であり、様々な箇所で利用されていた。この施設では、室温度、通風、乾燥などを整えることで、一年を通して平均的に生糸を生産することが可能となっていた。
木造5階建繭倉庫、鉄筋コンクリート5階建倉庫群などは、国指定重要文化財に指定されている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の蚕業" title="上田の蚕業" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11547">上田の蚕業</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11547">長野県上田市では、かつては蚕業が盛んな地域であった。それを象徴するのが常田館製糸場である。この製糸場は明治33年創業の歴史ある建造物である。当時の養蚕業は日本の近代化の原動力であり、様々な箇所で利用されていた。この施設では、室温度、通風、乾燥などを整えることで、一年を通して平均的に生糸を生産することが可能となっていた。
木造5階建繭倉庫、鉄筋コンクリート5階建倉庫群などは、国指定重要文化財に指定されている。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11543">89</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/554/011543.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕種協業組合事務棟」上田蚕種株式会社の事務棟として大正6年に完成し、建物はほとんど改変されていないそうです。正面は左右対称の構成となっており、木造二階建てで屋根は瓦葺きの建物です。
文化庁の登録有形文化財にもなっています。とても歴史を感じる建物でした。なぜ、改変されずに当時の姿をとどめていられているのか疑問に思いました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田蚕種協業組合事務棟" title="上田蚕種協業組合事務棟" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11543">上田蚕種協業組合事務棟</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11543">上田蚕種株式会社の事務棟として大正6年に完成し、建物はほとんど改変されていないそうです。正面は左右対称の構成となっており、木造二階建てで屋根は瓦葺きの建物です。
文化庁の登録有形文化財にもなっています。とても歴史を感じる建物でした。なぜ、改変されずに当時の姿をとどめていられているのか疑問に思いました。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11538">90</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/554/011538.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場　見学」現笠原工業株式会社の常田製糸場は80年余りにわたって生糸の製造がおこなわれていました。構内には建物15棟が現存しており、うち7棟が国の重要文化財に指定されています。
この写真は五階繭倉庫です。多窓式繭乾燥・保管のための生繭倉庫として建設されました。製糸方法の変化に伴い、繭の保管・乾燥という目的から品質向上を目的とした干繭倉に改造され、小窓の多い造りになっている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田館製糸場　見学" title="常田館製糸場　見学" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11538">常田館製糸場　見学</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11538">現笠原工業株式会社の常田製糸場は80年余りにわたって生糸の製造がおこなわれていました。構内には建物15棟が現存しており、うち7棟が国の重要文化財に指定されています。
この写真は五階繭倉庫です。多窓式繭乾燥・保管のための生繭倉庫として建設されました。製糸方法の変化に伴い、繭の保管・乾燥という目的から品質向上を目的とした干繭倉に改造され、小窓の多い造りになっている。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11534">91</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/537/011534.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常楽寺」常楽寺と石造多宝塔です。石造多宝塔は、国重要文化財に指定されています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常楽寺" title="常楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11534">常楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11534">常楽寺と石造多宝塔です。石造多宝塔は、国重要文化財に指定されています。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11529">92</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/547/011529.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕種協業組合」登録有形文化財である上田蚕種株式会社に行ってきました。この建物は上田蚕種株式会社の事務棟として大正6年に完成したそうです。「蚕都上田」を象徴する建物であることが伝わってきました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田蚕種協業組合" title="上田蚕種協業組合" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11529">上田蚕種協業組合</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11529">登録有形文化財である上田蚕種株式会社に行ってきました。この建物は上田蚕種株式会社の事務棟として大正6年に完成したそうです。「蚕都上田」を象徴する建物であることが伝わってきました。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11528">93</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/550/011528.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場」現在の笠原工業株式会社である。明治１１年岡谷市にて製糸業を開始し、明治３３年に常田館製糸場として上田市にて工場を創業した。しかし１９８４年には構造改善事業によって上田工場製糸操業は休止されてしまった。現在は発砲スチロールの販売、研磨切断などを行っている。また現存している建物のほとんどが国重要文化財とされている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田館製糸場" title="常田館製糸場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11528">常田館製糸場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11528">現在の笠原工業株式会社である。明治１１年岡谷市にて製糸業を開始し、明治３３年に常田館製糸場として上田市にて工場を創業した。しかし１９８４年には構造改善事業によって上田工場製糸操業は休止されてしまった。現在は発砲スチロールの販売、研磨切断などを行っている。また現存している建物のほとんどが国重要文化財とされている。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11525">94</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/547/011525.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「重文常田館製糸場」重要文化財に指定されている常田館製糸場へ行ってきました。現在は笠原工業株式会社となっており、事務所のある繰糸棟には今でも湯気抜きの小屋が残っていました。倉庫の中にも入ることができ、貴重な体験ができました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="重文常田館製糸場" title="重文常田館製糸場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11525">重文常田館製糸場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11525">重要文化財に指定されている常田館製糸場へ行ってきました。現在は笠原工業株式会社となっており、事務所のある繰糸棟には今でも湯気抜きの小屋が残っていました。倉庫の中にも入ることができ、貴重な体験ができました。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11513">95</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/570/011513.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場外観」左から、五階鉄筋繭倉庫・三階繭倉庫・五階繭倉庫。

三つの建物は、国指定重要文化財です。

木造の繭倉庫は国内随一の規模であり、鉄筋コンクリートの繭倉庫も当時の技術・知恵が残るものとして、貴重な遺産であるとされているそうです。

年間通して、均一な生糸の生産には「湿度・温度・風通し・乾燥・保管管理」など、大切なことがたくさんあるようです。これを管理しやすくする工夫が、建物の構造にあるのだと思いました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田館製糸場外観" title="常田館製糸場外観" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11513">常田館製糸場外観</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11513">左から、五階鉄筋繭倉庫・三階繭倉庫・五階繭倉庫。

三つの建物は、国指定重要文化財です。

木造の繭倉庫は国内随一の規模であり、鉄筋コンクリートの繭倉庫も当時の技術・知恵が残るものとして、貴重な遺産であるとされているそうです。

年間通して、均一な生糸の生産には「湿度・温度・風通し・乾燥・保管管理」など、大切なことがたくさんあるようです。これを管理しやすくする工夫が、建物の構造にあるのだと思いました。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11512">96</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/570/011512.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場へ。」上田駅から徒歩で１０分弱。重要文化財として登録される常田館製糸場があります。
現笠原工業の構内に現存する１５棟の製糸場時代の建物のうち７棟が重要文化財に指定されています。現在は、製糸業は終了し、他事業へ転換していますが、当時の建物を倉庫として使用されているようです。その為、予約なしで見学できるのは、「五階鉄筋繭倉庫」「三階繭倉庫」「五階繭倉庫」の三つの建物のみとなっていました。


入口付近、常田館製糸場の概要が書かれた看板には、
群馬県富岡製糸場は、「国営」の模範工場として「フランス式」の製糸が行われた。対して、常田館など、諏訪・岡谷では「民営」で「イタリー式」の製糸が行われた。
といったことが書かれています。

富岡製糸場など、群馬の製糸業と比較するのも面白いなと思いました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田館製糸場へ。" title="常田館製糸場へ。" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11512">常田館製糸場へ。</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11512">上田駅から徒歩で１０分弱。重要文化財として登録される常田館製糸場があります。
現笠原工業の構内に現存する１５棟の製糸場時代の建物のうち７棟が重要文化財に指定されています。現在は、製糸業は終了し、他事業へ転換していますが、当時の建物を倉庫として使用されているようです。その為、予約なしで見学できるのは、「五階鉄筋繭倉庫」「三階繭倉庫」「五階繭倉庫」の三つの建物のみとなっていました。


入口付近、常田館製糸場の概要が書かれた看板には、
群馬県富岡製糸場は、「国営」の模範工場として「フランス式」の製糸が行われた。対して、常田館など、諏訪・岡谷では「民営」で「イタリー式」の製糸が行われた。
といったことが書かれています。

富岡製糸場など、群馬の製糸業と比較するのも面白いなと思いました。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11509">97</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/011509.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上塩尻まちあるき：モリス先生と一緒に」上塩尻まちあるきでは、建築史学のマーティン・モリス先生をお迎えして一緒にまちあるきし、古建築の保全・活用に関するレクチャーもしていただきました。モリス先生は上塩尻の蚕種製造民家の建築史的調査をされた方で、上塩尻の建築・景観に対しては特別の関心を持たれています。

モリス先生の母国イギリスは歴史的な建造物である古建築を民間の意思で保全活用する「ナショナルトラスト」が発達した社会です。日本では歴史的建造物を保全し活用しようという気運は少ないのが実情です。上塩尻では「佐藤家住宅(三ツ引)」が2021年、上塩尻では初めて国登録有形文化財となりました。これを機会に、上塩尻の古建築、歴史的景観の貴さが再発見され、地域づくりに活かされていくことを願いたいものです。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/011509.jpg" alt="上塩尻まちあるき：モリス先生と一緒に" title="上塩尻まちあるき：モリス先生と一緒に" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11509">上塩尻まちあるき：モリス先生と一緒に</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11509">上塩尻まちあるきでは、建築史学のマーティン・モリス先生をお迎えして一緒にまちあるきし、古建築の保全・活用に関するレクチャーもしていただきました。モリス先生は上塩尻の蚕種製造民家の建築史的調査をされた方で、上塩尻の建築・景観に対しては特別の関心を持たれています。

モリス先生の母国イギリスは歴史的な建造物である古建築を民間の意思で保全活用する「ナショナルトラスト」が発達した社会です。日本では歴史的建造物を保全し活用しようという気運は少ないのが実情です。上塩尻では「佐藤家住宅(三ツ引)」が2021年、上塩尻では初めて国登録有形文化財となりました。これを機会に、上塩尻の古建築、歴史的景観の貴さが再発見され、地域づくりに活かされていくことを願いたいものです。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11500">98</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/011500.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕種の里「上塩尻まちあるき」実施」11/26(土)、藤本蚕業プロジェクト主催による「蚕種の里『上塩尻』まちあるき」を実施しました。上塩尻のまちあるきはこれまで何度となく実施してきました。今回のまちあるきは「佐藤家住宅(三ツ引)」が国登録有形文化財に登録されて実質的に最初のまちあるきです。地元上塩尻の住民の方々を交えて参加者それぞれが途中途中解説をしながら、または参加者どうしで対話をしながら上塩尻をめぐりました。

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

13:00、藤本蚕業歴史館前に集合し、佐藤家住宅(三ツ引)、旧佐藤宗家の蚕室、旧佐藤宗家の屋敷跡、旧馬場邸(現原邸)、清水卓爾氏邸、清水邸(加賀の殿様が使った雪隠)などをめぐりました。いつものことながらまちあるきはまったり、道草くいのイベントともなり、この日も例外にもれず。地元の方々も改めて地元の歴史を感じられた様子でした。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11479">99</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/518/011479.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場」上田市の蚕都としての歴史を示す、重要な遺産である常田館製糸場です。国の重要指定文化財にも指定されており、明治から大正にかけて建設された15棟もの建物が現在も保存されています。平日だということもあり、観光客らしき姿はほとんど見られませんでした。蚕都としての歴史を伝えていく為にも、より多くの人に訪れてもらえるようなＰＲが必要だと感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田館製糸場" title="常田館製糸場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11479">常田館製糸場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11479">上田市の蚕都としての歴史を示す、重要な遺産である常田館製糸場です。国の重要指定文化財にも指定されており、明治から大正にかけて建設された15棟もの建物が現在も保存されています。平日だということもあり、観光客らしき姿はほとんど見られませんでした。蚕都としての歴史を伝えていく為にも、より多くの人に訪れてもらえるようなＰＲが必要だと感じました。</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11411">100</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/532/011411.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧上田蚕糸専門学校（信州大学繊維学部）」旧上田蚕糸専門学校は1910（明治43）年に設立しました。信州大学繊維学部の講堂が登録有形文化財として保存されています。この建物は蚕糸にちなんだ桑・繭・蛾の意匠が内部の各所に付けられていることが特徴です。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="旧上田蚕糸専門学校（信州大学繊維学部）" title="旧上田蚕糸専門学校（信州大学繊維学部）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11411">旧上田蚕糸専門学校（信州大学繊維学部）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11411">旧上田蚕糸専門学校は1910（明治43）年に設立しました。信州大学繊維学部の講堂が登録有形文化財として保存されています。この建物は蚕糸にちなんだ桑・繭・蛾の意匠が内部の各所に付けられていることが特徴です。</a></td><td class="date">2022-11-27</td></tr></table><div class="pagenavi">  <a class="arrow" title="Page 1" href="?c=&t=&s= 文化財&all=&n=&r=&v=1">≪</a>  <span class="current">1</span>  <a class="page" title="Page 2" href="?c=&t=&s= 文化財&all=&n=&r=&v=2">2</a>  <a class="page" title="Page 3" href="?c=&t=&s= 文化財&all=&n=&r=&v=3">3</a>  <a class="arrow" title="Page 3" href="?c=&t=&s= 文化財&all=&n=&r=&v=3">≫</a></div></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: '127178',
					name: '泥宮に行ってきました。',
					lat: 36.352704524061934,
					lng: 138.19875955581665,
					contents: '<a href="?c=&p=127178">泥宮に行ってきました。</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127167',
					name: '北向観音堂からみた上田地域',
					lat: 36.36938157697832,
					lng: 138.2236108244976,
					contents: '<a href="?c=&p=127167">北向観音堂からみた上田地域</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127165',
					name: '北向観音堂、本堂',
					lat: 36.367848863792105,
					lng: 138.21914762869682,
					contents: '<a href="?c=&p=127165">北向観音堂、本堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127162',
					name: '常楽寺石造多宝塔',
					lat: 36.35348219452815,
					lng: 138.1547498703003,
					contents: '<a href="?c=&p=127162">常楽寺石造多宝塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127159',
					name: '安楽寺八角三重塔',
					lat: 36.36938157697832,
					lng: 138.2236108244976,
					contents: '<a href="?c=&p=127159">安楽寺八角三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127154',
					name: '別所温泉のマンホール',
					lat: 36.352243524194485,
					lng: 138.15876525485194,
					contents: '<a href="?c=&p=127154">別所温泉のマンホール</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127153',
					name: '国宝安楽寺',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.15311908721924,
					contents: '<a href="?c=&p=127153">国宝安楽寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127150',
					name: '信濃国分寺三重塔',
					lat: 36.383010640113696,
					lng: 138.2710075378418,
					contents: '<a href="?c=&p=127150">信濃国分寺三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127148',
					name: '第５回上田氷灯ろう夢まつり に行ってきました',
					lat: 36.349973975123945,
					lng: 138.15650939941406,
					contents: '<a href="?c=&p=127148">第５回上田氷灯ろう夢まつり に行ってきました</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127145',
					name: '生島足島神社',
					lat: 36.36041175939048,
					lng: 138.21813583374023,
					contents: '<a href="?c=&p=127145">生島足島神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127132',
					name: '生島足島神社',
					lat: 36.36459339279967,
					lng: 138.22478771209717,
					contents: '<a href="?c=&p=127132">生島足島神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127109',
					name: '上田市の歴史を活かした観光',
					lat: 36.40816886224556,
					lng: 138.2459505588503,
					contents: '<a href="?c=&p=127109">上田市の歴史を活かした観光</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127031',
					name: '常楽寺',
					lat: 36.35348219452815,
					lng: 138.1547498703003,
					contents: '<a href="?c=&p=127031">常楽寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127030',
					name: '常楽寺石造多宝塔',
					lat: 36.35349947600583,
					lng: 138.1547498703003,
					contents: '<a href="?c=&p=127030">常楽寺石造多宝塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126971',
					name: '北向観音堂',
					lat: 36.349904846059765,
					lng: 138.15650939941406,
					contents: '<a href="?c=&p=126971">北向観音堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126962',
					name: '上田の街つくり２',
					lat: 36.40092267080998,
					lng: 138.2490348815918,
					contents: '<a href="?c=&p=126962">上田の街つくり２</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126934',
					name: '安楽寺の文化財',
					lat: 36.352173,
					lng: 138.153137,
					contents: '<a href="?c=&p=126934">安楽寺の文化財</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126930',
					name: '常楽寺の''石造多宝塔と石造多層塔''',
					lat: 36.35347,
					lng: 138.154739,
					contents: '<a href="?c=&p=126930">常楽寺の''石造多宝塔と石造多層塔''</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126927',
					name: '北向観音の''絵馬''',
					lat: 36.349857,
					lng: 138.156418,
					contents: '<a href="?c=&p=126927">北向観音の''絵馬''</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126923',
					name: '【再掲】未完成の完成塔・前山寺',
					lat: 36.34115952446635,
					lng: 138.19762229919434,
					contents: '<a href="?c=&p=126923">【再掲】未完成の完成塔・前山寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126922',
					name: '過疎地域の文化財・中禅寺',
					lat: 36.336630928544885,
					lng: 138.18577766418457,
					contents: '<a href="?c=&p=126922">過疎地域の文化財・中禅寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126919',
					name: '上田の象徴！月明り照らす上田城',
					lat: 36.403565080030496,
					lng: 138.2459020614624,
					contents: '<a href="?c=&p=126919">上田の象徴！月明り照らす上田城</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126829',
					name: '安楽寺',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.15311908721924,
					contents: '<a href="?c=&p=126829">安楽寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126801',
					name: '常田館製糸場',
					lat: 36.39378944436183,
					lng: 138.25502157211304,
					contents: '<a href="?c=&p=126801">常田館製糸場</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126763',
					name: '信濃国分寺',
					lat: 36.382997683921026,
					lng: 138.27101290225983,
					contents: '<a href="?c=&p=126763">信濃国分寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126743',
					name: '別所　part１',
					lat: 36.349904846059765,
					lng: 138.15650939941406,
					contents: '<a href="?c=&p=126743">別所　part１</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126736',
					name: '信濃国分寺',
					lat: 36.38300200265216,
					lng: 138.2710075378418,
					contents: '<a href="?c=&p=126736">信濃国分寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126725',
					name: '長福寺',
					lat: 36.36186326091064,
					lng: 138.21759939193726,
					contents: '<a href="?c=&p=126725">長福寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126716',
					name: '長野の観光地の持続性　牛臥川',
					lat: 36.17619970682774,
					lng: 138.02509233390003,
					contents: '<a href="?c=&p=126716">長野の観光地の持続性　牛臥川</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126715',
					name: '別所神社',
					lat: 36.353222971902596,
					lng: 138.15547943115234,
					contents: '<a href="?c=&p=126715">別所神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126595',
					name: '紺屋町 八幡神社',
					lat: 36.40870889701329,
					lng: 138.25079515388845,
					contents: '<a href="?c=&p=126595">紺屋町 八幡神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126529',
					name: '曳家工事中の常田館製糸場',
					lat: 36.393309301119885,
					lng: 138.25448026533516,
					contents: '<a href="?c=&p=126529">曳家工事中の常田館製糸場</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126471',
					name: '上田城跡',
					lat: 36.403565080030496,
					lng: 138.2459020614624,
					contents: '<a href="?c=&p=126471">上田城跡</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126416',
					name: '木造惟仙和尚坐像・木造恵仁和尚坐像',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.15311908721924,
					contents: '<a href="?c=&p=126416">木造惟仙和尚坐像・木造恵仁和尚坐像</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126411',
					name: '上田日本遺産　１',
					lat: 36.34115952446635,
					lng: 138.19762229919434,
					contents: '<a href="?c=&p=126411">上田日本遺産　１</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126304',
					name: '上田の文化財　前山寺',
					lat: 36.341194092888195,
					lng: 138.19762229919434,
					contents: '<a href="?c=&p=126304">上田の文化財　前山寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126275',
					name: '長福寺銅造菩薩立像',
					lat: 36.36186326091064,
					lng: 138.21759939193726,
					contents: '<a href="?c=&p=126275">長福寺銅造菩薩立像</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126240',
					name: '北向観音堂',
					lat: 36.349887563784144,
					lng: 138.15654158592224,
					contents: '<a href="?c=&p=126240">北向観音堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126215',
					name: '生島足島神社',
					lat: 36.36041175939048,
					lng: 138.21813583374023,
					contents: '<a href="?c=&p=126215">生島足島神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126214',
					name: '安楽寺・八角三重塔',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.153076171875,
					contents: '<a href="?c=&p=126214">安楽寺・八角三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126182',
					name: '菅平高原の茅場',
					lat: 36.53208637982013,
					lng: 138.33223519738524,
					contents: '<a href="?c=&p=126182">菅平高原の茅場</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126169',
					name: '釈迦如来坐像',
					lat: 36.336630928544885,
					lng: 138.18577766418457,
					contents: '<a href="?c=&p=126169">釈迦如来坐像</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126048',
					name: '信濃国分寺史跡公園',
					lat: 36.38068280951432,
					lng: 138.2699990272522,
					contents: '<a href="?c=&p=126048">信濃国分寺史跡公園</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126018',
					name: '前山寺三重塔',
					lat: 36.34115952446635,
					lng: 138.19762229919434,
					contents: '<a href="?c=&p=126018">前山寺三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125937',
					name: '常楽寺',
					lat: 36.35349947600583,
					lng: 138.1547498703003,
					contents: '<a href="?c=&p=125937">常楽寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125933',
					name: '別所神社',
					lat: 36.354017918552266,
					lng: 138.1564235687256,
					contents: '<a href="?c=&p=125933">別所神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125229',
					name: 'キモノマルシェin上田2016 プレイバック',
					lat: 36.39358491798324,
					lng: 138.2553215210393,
					contents: '<a href="?c=&p=125229">キモノマルシェin上田2016 プレイバック</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125228',
					name: 'キモノマルシェin上田2017 プレイバック',
					lat: 36.39378080809769,
					lng: 138.25502157211304,
					contents: '<a href="?c=&p=125228">キモノマルシェin上田2017 プレイバック</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55510',
					name: '４中禅寺（重要文化財）',
					lat: 36.33670006939315,
					lng: 138.1856918334961,
					contents: '<a href="?c=&p=55510">４中禅寺（重要文化財）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55507',
					name: '１信濃国分寺（重要文化財）',
					lat: 36.383010640113696,
					lng: 138.2710075378418,
					contents: '<a href="?c=&p=55507">１信濃国分寺（重要文化財）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55178',
					name: '蚕養国神社例大祭2023',
					lat: 36.41443269450614,
					lng: 138.2546871744468,
					contents: '<a href="?c=&p=55178">蚕養国神社例大祭2023</a>'
			 }, 
					  {
					id: '30702',
					name: '十九夜塔（加増公民館）',
					lat: 36.32115873719836,
					lng: 138.43683020989766,
					contents: '<a href="?c=&p=30702">十九夜塔（加増公民館）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11680',
					name: '願行寺',
					lat: 36.39833486567297,
					lng: 138.25673825173513,
					contents: '<a href="?c=&p=11680">願行寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11559',
					name: '前山寺',
					lat: 36.34115952446635,
					lng: 138.19762229919434,
					contents: '<a href="?c=&p=11559">前山寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11529',
					name: '上田蚕種協業組合',
					lat: 36.39466170209766,
					lng: 138.260777592659,
					contents: '<a href="?c=&p=11529">上田蚕種協業組合</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11525',
					name: '重文常田館製糸場',
					lat: 36.39375921743313,
					lng: 138.25504302978516,
					contents: '<a href="?c=&p=11525">重文常田館製糸場</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11509',
					name: '上塩尻まちあるき：モリス先生と一緒に',
					lat: 36.417755121146286,
					lng: 138.2152279751718,
					contents: '<a href="?c=&p=11509">上塩尻まちあるき：モリス先生と一緒に</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11500',
					name: '蚕種の里「上塩尻まちあるき」実施',
					lat: 36.41812466576407,
					lng: 138.21637894642348,
					contents: '<a href="?c=&p=11500">蚕種の里「上塩尻まちあるき」実施</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11479',
					name: '常田館製糸場',
					lat: 36.39666094898851,
					lng: 138.25455486774445,
					contents: '<a href="?c=&p=11479">常田館製糸場</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>


