<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 />
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<div id="datelist"><h4>登録リスト（該当：42件）</h4><div class="pagenavi">  <a class="arrow" title="Page 1" href="?c=&t=&s=建築物&all=&n=&r=&v=1">≪</a>  <span class="current">1</span>  <a class="arrow" title="Page 1" href="?c=&t=&s=建築物&all=&n=&r=&v=1">≫</a></div><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><th class="no"></th><th class="photo">写真</th><th class="title">タイトル</th><th class="text">説明</th><th class="date">登録日</th></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127029">1</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/717/127029.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前山寺三重塔」塩田城の鬼門に位置している、前山寺の中にある塔。写真を見てわかるように、とても整っていて、美しさを感じられる塔なのだが、なんと未完成らしい。どうやら、廻廊など足りない部分があるらしいため、「未完成の完成塔」と言われているそうだ。一見、どこが未完なのかは本当に分からない。なので、ぜひ自分の目で見て確かめてはどうだろうか。日本遺産になっているのは三重塔だが、他の建築物も素晴らしく、茅葺き屋根の本堂はとても大きく、迫力を感じられる。私が見てきた茅葺き屋根の建築物の中では、ダントツで大きいと思ったので、それも兼ねて見学することをおすすめする。"><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=127029">前山寺三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127029">塩田城の鬼門に位置している、前山寺の中にある塔。写真を見てわかるように、とても整っていて、美しさを感じられる塔なのだが、なんと未完成らしい。どうやら、廻廊など足りない部分があるらしいため、「未完成の完成塔」と言われているそうだ。一見、どこが未完なのかは本当に分からない。なので、ぜひ自分の目で見て確かめてはどうだろうか。日本遺産になっているのは三重塔だが、他の建築物も素晴らしく、茅葺き屋根の本堂はとても大きく、迫力を感じられる。私が見てきた茅葺き屋根の建築物の中では、ダントツで大きいと思ったので、それも兼ねて見学することをおすすめする。</a></td><td class="date">2024-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126907">2</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/720/126907.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所」この蚕保管場所は4階の建物に見えるが実際は5階立てだという。中は風通しを良くする面から窓が特徴的だったり、床に秘密が隠されたりしているそうだ。今回の訪問時は見学できなかったが春以降、見学ができるようになったらまた視察にきたい。現在の建築物で木造5階建ての建物は珍しいという。とても大きく迫力のある建物だった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所" title="蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126907">蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126907">この蚕保管場所は4階の建物に見えるが実際は5階立てだという。中は風通しを良くする面から窓が特徴的だったり、床に秘密が隠されたりしているそうだ。今回の訪問時は見学できなかったが春以降、見学ができるようになったらまた視察にきたい。現在の建築物で木造5階建ての建物は珍しいという。とても大きく迫力のある建物だった。</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126715">3</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=126428">4</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/796/126428.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃国分寺の瓦」左に烏天狗、右に天狗をかたどった瓦がありました。

天狗はご存じの方も多いと思いますが一般的に赤い顔、高い鼻、翼を持った神あるいは妖怪です。古くから山間部は異界とされ、そこで発生した様々な現象を天狗によるものだとしていました。

烏天狗は烏のような嘴、翼を持つ神あるいは妖怪です。源義経に剣術を教えたのは鞍馬山の烏天狗と言われています。

どちらも寺に入る邪気から守るために設置されているようです。

こういった魔除けの意味を込めて建築物に生物や神、妖怪などをかたどったものをつくるという文化は非常に興味深いです。信濃国分寺ではこのような「瓦」の形で表現されているのでなかなか珍しいと感じました。調べても詳細は出てこなかったのですが、像などではなく瓦という形をとったのか気になりました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="信濃国分寺の瓦" title="信濃国分寺の瓦" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126428">信濃国分寺の瓦</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126428">左に烏天狗、右に天狗をかたどった瓦がありました。

天狗はご存じの方も多いと思いますが一般的に赤い顔、高い鼻、翼を持った神あるいは妖怪です。古くから山間部は異界とされ、そこで発生した様々な現象を天狗によるものだとしていました。

烏天狗は烏のような嘴、翼を持つ神あるいは妖怪です。源義経に剣術を教えたのは鞍馬山の烏天狗と言われています。

どちらも寺に入る邪気から守るために設置されているようです。

こういった魔除けの意味を込めて建築物に生物や神、妖怪などをかたどったものをつくるという文化は非常に興味深いです。信濃国分寺ではこのような「瓦」の形で表現されているのでなかなか珍しいと感じました。調べても詳細は出てこなかったのですが、像などではなく瓦という形をとったのか気になりました。</a></td><td class="date">2023-12-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126017">5</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/716/126017.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中禅寺薬師堂」薬師堂建立は、平安時代末から鎌倉時代初期とされていて、約800年もの歴史があります。このことは、薬師堂の建築様式が「方三間の阿弥陀堂形式」と呼ばれることに由来しています。方三間とは、東西南北どこから見ても柱が4本あり、その柱の間が3つある形です。これは岩手県平泉にある中尊寺金色堂と同じ形式をとっています。これらのことから、このお堂は中部日本最古の木造建築と言われています。この当時の時代の木造建築を、私たちが実際に見て触れ感じられる建築物は全国にも希なことから、このお堂は私たちが歴史を学ぶ上の「現存する資料」として大きな役割を担っていると感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="中禅寺薬師堂" title="中禅寺薬師堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126017">中禅寺薬師堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126017">薬師堂建立は、平安時代末から鎌倉時代初期とされていて、約800年もの歴史があります。このことは、薬師堂の建築様式が「方三間の阿弥陀堂形式」と呼ばれることに由来しています。方三間とは、東西南北どこから見ても柱が4本あり、その柱の間が3つある形です。これは岩手県平泉にある中尊寺金色堂と同じ形式をとっています。これらのことから、このお堂は中部日本最古の木造建築と言われています。この当時の時代の木造建築を、私たちが実際に見て触れ感じられる建築物は全国にも希なことから、このお堂は私たちが歴史を学ぶ上の「現存する資料」として大きな役割を担っていると感じました。</a></td><td class="date">2023-11-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55510">6</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=54591">7</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/054591.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「初代国立劇場さよなら公演」2/15、国立劇場小劇場で文楽『女殺油地獄』を観てきました。さよなら公演と銘打っていますが、９月までさよなら公演が続くようです。建設当時は立派な劇場を作ったつもりでも、建物の陳腐化は避けられず。緞帳の美しさに慰められます。劇場はハレの空間であってほしいところですが、正直、毎回国立劇場の建物には失望を感じ続けています。ハレがましくなくチープなことに大きな原因があります。日本がまだ豊かとはいえなかった高度経済成長期の一時期にその頃の価値基準で作られた建物です。欧米の劇場のように100年経って風格も高まる質の高い文化とは異なり、日本の建築文化はどうしてこれほどまでに持続性がなく、チープ化するのか、この劇場で我慢し続けなければならないのかと国立劇場を訪れるたびに思っています。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/054591.jpg" alt="初代国立劇場さよなら公演" title="初代国立劇場さよなら公演" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54591">初代国立劇場さよなら公演</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54591">2/15、国立劇場小劇場で文楽『女殺油地獄』を観てきました。さよなら公演と銘打っていますが、９月までさよなら公演が続くようです。建設当時は立派な劇場を作ったつもりでも、建物の陳腐化は避けられず。緞帳の美しさに慰められます。劇場はハレの空間であってほしいところですが、正直、毎回国立劇場の建物には失望を感じ続けています。ハレがましくなくチープなことに大きな原因があります。日本がまだ豊かとはいえなかった高度経済成長期の一時期にその頃の価値基準で作られた建物です。欧米の劇場のように100年経って風格も高まる質の高い文化とは異なり、日本の建築文化はどうしてこれほどまでに持続性がなく、チープ化するのか、この劇場で我慢し続けなければならないのかと国立劇場を訪れるたびに思っています。</a></td><td class="date">2023-02-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54337">8</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/529/054337.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「擬洋風建築を残し続けるために」擬洋風建築は幕末から明治頃にかけて日本の各地で建築された、日本の大工らが西洋風の建物を見様見真似で建てた西洋風の建築物であり、和洋折衷、様々な意匠や工法が混じった建築物は、文明開化、近代化の象徴的な存在です。しかし、現在その多くは取り壊しや火災などで失ってしまっています。この数少ない重要な建物を残すため、多くの人に魅力を知ってもらうことが重要だと思いました。
その魅力の一つは石の再現です。壁面の出隅は「隅石積」を、壁に漆喰を塗ることで模しています。木造建築でありながら、石造の建築に見せかけるという面白さと知恵を感じます。
もう一つの魅力は独自性です。玄関に唐破風屋根を設けられていたり、天井の飾りに、波に千鳥、松竹梅、菊などが描かれていたりして、洋風に見せながら和の要素を含む和"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="擬洋風建築を残し続けるために" title="擬洋風建築を残し続けるために" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54337">擬洋風建築を残し続けるために</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54337">擬洋風建築は幕末から明治頃にかけて日本の各地で建築された、日本の大工らが西洋風の建物を見様見真似で建てた西洋風の建築物であり、和洋折衷、様々な意匠や工法が混じった建築物は、文明開化、近代化の象徴的な存在です。しかし、現在その多くは取り壊しや火災などで失ってしまっています。この数少ない重要な建物を残すため、多くの人に魅力を知ってもらうことが重要だと思いました。
その魅力の一つは石の再現です。壁面の出隅は「隅石積」を、壁に漆喰を塗ることで模しています。木造建築でありながら、石造の建築に見せかけるという面白さと知恵を感じます。
もう一つの魅力は独自性です。玄関に唐破風屋根を設けられていたり、天井の飾りに、波に千鳥、松竹梅、菊などが描かれていたりして、洋風に見せながら和の要素を含む和</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54212">9</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=54115">10</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/494/054115.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都から学ぶ発展のコツ」　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。
　今回僕が行ったこととして、上田上塩尻にある養蚕に関わる建築物を見学し、地域が発展するために必要なことを探求した。
　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。
　僕はイベントを介して、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。地域の方が養蚕の歴史を詳しく知らない方がほとんどだった。今回のイベントに参加して重要性に気付いた方がほとんどだった。地域を活かすにはまず地域の人が地域について理解することで地域が活性化するのではな"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都から学ぶ発展のコツ" title="蚕都から学ぶ発展のコツ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54115">蚕都から学ぶ発展のコツ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54115">　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。
　今回僕が行ったこととして、上田上塩尻にある養蚕に関わる建築物を見学し、地域が発展するために必要なことを探求した。
　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。
　僕はイベントを介して、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。地域の方が養蚕の歴史を詳しく知らない方がほとんどだった。今回のイベントに参加して重要性に気付いた方がほとんどだった。地域を活かすにはまず地域の人が地域について理解することで地域が活性化するのではな</a></td><td class="date">2023-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54076">11</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「課題ゼミ　まとめ」地域の魅力を伝えるには魅力を自分たちで理解しなければならない

地域の魅力とは？
魅力は人の主観・価値観による
→例：自分　実家が牡蠣の養殖（元から水産業に関わりあり）
・高校で地元の水産業により関わり、地域の良さを知る
→自分が水産業に関わっていたから感じた「魅力」
他の人なら？＝個人差がある
「だからこそ広くわかりやすく伝える」
「興味を持つ人を見つけることが重要」

「広くわかりやすく伝えるには？
どのような価値（歴史的観点・地理的観点など）があるかを明確にする。
ただ上田にこのようなものがある（看板・掲示板など）と伝えるだけでは効果は薄く、印象に残りにくい。
イベントは？
例：上塩尻の街歩き→地域の人が自分の地域の歴史的価値をはっきりと認識できた。
価値の内容を明確にすること"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="課題ゼミ　まとめ" title="課題ゼミ　まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54076">課題ゼミ　まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54076">地域の魅力を伝えるには魅力を自分たちで理解しなければならない

地域の魅力とは？
魅力は人の主観・価値観による
→例：自分　実家が牡蠣の養殖（元から水産業に関わりあり）
・高校で地元の水産業により関わり、地域の良さを知る
→自分が水産業に関わっていたから感じた「魅力」
他の人なら？＝個人差がある
「だからこそ広くわかりやすく伝える」
「興味を持つ人を見つけることが重要」

「広くわかりやすく伝えるには？
どのような価値（歴史的観点・地理的観点など）があるかを明確にする。
ただ上田にこのようなものがある（看板・掲示板など）と伝えるだけでは効果は薄く、印象に残りにくい。
イベントは？
例：上塩尻の街歩き→地域の人が自分の地域の歴史的価値をはっきりと認識できた。
価値の内容を明確にすること</a></td><td class="date">2023-01-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=30979">12</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「課題ゼミ　第3回」どのようなイベントを作る？

地域でのイベント例：上塩尻まちあるき
概要：上塩尻に現存する歴史的建築物を見て回る
・人数はおおよそ30人前後で上塩尻在住の方も多かった。
・建築や上塩尻地域に詳しい方が参加し、建築物や地域の歴史を解説することでなぜ価値があるのかを参加者が理解できていた。

大型のイベントを開くには大きな知名度や多くの人を引く「魅力」が必要

小型のイベント→地域外の人を集客するのは難しい
だが地域内の人ならば？
小型のイベントは大型に比べて、内容を細分化できる。
小型ならイベントの頻度を高めることができる。
地域の方に地域の価値を伝えるには具体的な内容が必要
また多くの地域の方に知ってもらうにはイベントを継続することが大切

「小規模で持続的なイベント」
地域の方に地域の"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="課題ゼミ　第3回" title="課題ゼミ　第3回" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=30979">課題ゼミ　第3回</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=30979">どのようなイベントを作る？

地域でのイベント例：上塩尻まちあるき
概要：上塩尻に現存する歴史的建築物を見て回る
・人数はおおよそ30人前後で上塩尻在住の方も多かった。
・建築や上塩尻地域に詳しい方が参加し、建築物や地域の歴史を解説することでなぜ価値があるのかを参加者が理解できていた。

大型のイベントを開くには大きな知名度や多くの人を引く「魅力」が必要

小型のイベント→地域外の人を集客するのは難しい
だが地域内の人ならば？
小型のイベントは大型に比べて、内容を細分化できる。
小型ならイベントの頻度を高めることができる。
地域の方に地域の価値を伝えるには具体的な内容が必要
また多くの地域の方に知ってもらうにはイベントを継続することが大切

「小規模で持続的なイベント」
地域の方に地域の</a></td><td class="date">2022-12-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=18941">13</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「課題ゼミ　第1回」・地域の魅力を伝えるには？

　地域の魅力を伝えるには地域についての理解を広げることが重要だ。地域の良さや価値を知ることで、人に良さを伝えられる。

疑問点：「地域の魅力とは？」

　そもそも魅力や価値は人によって違う。人には人生があってその人生観によって、物事の捉え方が決まる。地域の価値・魅力といってもやはり個人によって捉え方は違い、魅力に感じない人は多くいるだろう。
　しかし地域の魅力を感じてくれる人は必ずいる。
　僕が上田地域のイベントの「上塩尻街歩き」に参加した際、地域の人たちはもちろん上塩尻の建築物に興味をもってモリス教授という方が特別参加してくださった。
　だからこそ大事なのは「広く伝える」だと考えた。広く伝えることで、地域に興味を持ち価値を感じてくれる人がいるはずだ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="課題ゼミ　第1回" title="課題ゼミ　第1回" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=18941">課題ゼミ　第1回</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=18941">・地域の魅力を伝えるには？

　地域の魅力を伝えるには地域についての理解を広げることが重要だ。地域の良さや価値を知ることで、人に良さを伝えられる。

疑問点：「地域の魅力とは？」

　そもそも魅力や価値は人によって違う。人には人生があってその人生観によって、物事の捉え方が決まる。地域の価値・魅力といってもやはり個人によって捉え方は違い、魅力に感じない人は多くいるだろう。
　しかし地域の魅力を感じてくれる人は必ずいる。
　僕が上田地域のイベントの「上塩尻街歩き」に参加した際、地域の人たちはもちろん上塩尻の建築物に興味をもってモリス教授という方が特別参加してくださった。
　だからこそ大事なのは「広く伝える」だと考えた。広く伝えることで、地域に興味を持ち価値を感じてくれる人がいるはずだ</a></td><td class="date">2022-12-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11644">14</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/576/011644.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市と大正ロマン」上田市には柳町以外にも旧常田館製糸場、上田蚕種会館、信州大学繊維学部講堂など蚕都を感じさせる建築物が多く残っている。また、市には、このような建物以外にも別所温泉周辺の旅館や施設、またみすずあめの飯島商店、上塩尻など「大正ロマン」あふれる街並みが多く顕在しており、最近では上田を紹介する際にも「大正ロマン」というワードが使われているように感じる。これを活かし、町のデザインや都市開発につながってほしいと考える。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田市と大正ロマン" title="上田市と大正ロマン" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11644">上田市と大正ロマン</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11644">上田市には柳町以外にも旧常田館製糸場、上田蚕種会館、信州大学繊維学部講堂など蚕都を感じさせる建築物が多く残っている。また、市には、このような建物以外にも別所温泉周辺の旅館や施設、またみすずあめの飯島商店、上塩尻など「大正ロマン」あふれる街並みが多く顕在しており、最近では上田を紹介する際にも「大正ロマン」というワードが使われているように感じる。これを活かし、町のデザインや都市開発につながってほしいと考える。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11641">15</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/576/011641.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「柳町」この街道は「上田市における蚕を活かした都市開発」で述べた歴史的建築物の転換がほかの街道よりも顕著に表れている場所である。その背景として柳町にはかつて栄えていた小宮山製糸があったことが考えられる。町のパン屋さんをはじめとした、歴史的な家屋を改装した店舗が多く風情を残した景色は、歴史を感じることができる上田ならではの発展、街づくりにつながっていくのではないかと考える。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="柳町" title="柳町" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11641">柳町</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11641">この街道は「上田市における蚕を活かした都市開発」で述べた歴史的建築物の転換がほかの街道よりも顕著に表れている場所である。その背景として柳町にはかつて栄えていた小宮山製糸があったことが考えられる。町のパン屋さんをはじめとした、歴史的な家屋を改装した店舗が多く風情を残した景色は、歴史を感じることができる上田ならではの発展、街づくりにつながっていくのではないかと考える。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11640">16</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市における蚕を活かした都市開発」上田市の景観形成における蚕の役割として、蚕都としての歴史性を重視するというものがある。上田市の景観計画の一部として、かつて栄えていた城下町や養蚕が盛んであった地域周辺の家屋、並びに歴史的資産や街並みの保全をしながら活用することを都市計画の一部に組み込んでいる。特に、建築物や工作物においては蚕室造りといった伝統的な様式の建築物を継承または意匠することを景観における基準としている。また、色彩においても蚕都としての風情を感じることができる落ち着いた色調を求めている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田市における蚕を活かした都市開発" title="上田市における蚕を活かした都市開発" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11640">上田市における蚕を活かした都市開発</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11640">上田市の景観形成における蚕の役割として、蚕都としての歴史性を重視するというものがある。上田市の景観計画の一部として、かつて栄えていた城下町や養蚕が盛んであった地域周辺の家屋、並びに歴史的資産や街並みの保全をしながら活用することを都市計画の一部に組み込んでいる。特に、建築物や工作物においては蚕室造りといった伝統的な様式の建築物を継承または意匠することを景観における基準としている。また、色彩においても蚕都としての風情を感じることができる落ち着いた色調を求めている。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11573">17</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/516/011573.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕糸業からの転換」上田市を代表する蚕糸業の遺構と言っても過言ではない建築物である常田館製糸場。その所有者である笠原製糸は笠原工業に改称したのち現在では、精密機器や電子部品の開発、製造を行っている。常田館も笠原工業の現在の事業の一つである発泡スチロールの倉庫として現役で活躍している。内部を見学すると奥まった場所には発泡スチロールが積まれて保管されていた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕糸業からの転換" title="蚕糸業からの転換" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11573">蚕糸業からの転換</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11573">上田市を代表する蚕糸業の遺構と言っても過言ではない建築物である常田館製糸場。その所有者である笠原製糸は笠原工業に改称したのち現在では、精密機器や電子部品の開発、製造を行っている。常田館も笠原工業の現在の事業の一つである発泡スチロールの倉庫として現役で活躍している。内部を見学すると奥まった場所には発泡スチロールが積まれて保管されていた。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11546">18</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺」長野県上田市別所温泉の近くにある寺。中国から伝わった禅宗様で作られている。現存する国内唯一の木造八角三重塔であり、とても貴重な建築物である。"><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=11546">安楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11546">長野県上田市別所温泉の近くにある寺。中国から伝わった禅宗様で作られている。現存する国内唯一の木造八角三重塔であり、とても貴重な建築物である。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11545">19</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/534/011545.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺」長野県上田市別所温泉の近くにある寺。中国から伝わった禅宗様で作られている。現存する国内唯一の木造八角三重塔であり、とても貴重な建築物である。"><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=11545">安楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11545">長野県上田市別所温泉の近くにある寺。中国から伝わった禅宗様で作られている。現存する国内唯一の木造八角三重塔であり、とても貴重な建築物である。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11540">20</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/554/011540.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「五階鉄筋繭倉庫」出火全焼のために建て替えられた、鉄筋コンクリート造りの五階建て建築物です。木造五階建繭倉とは異なり、干繭倉として建てられたもので、入り口は両開きの鉄扉が使用されています。階高も約240～345㎝と木造より高くなっており、繭の乾燥に優れた造りになっていました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="五階鉄筋繭倉庫" title="五階鉄筋繭倉庫" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11540">五階鉄筋繭倉庫</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11540">出火全焼のために建て替えられた、鉄筋コンクリート造りの五階建て建築物です。木造五階建繭倉とは異なり、干繭倉として建てられたもので、入り口は両開きの鉄扉が使用されています。階高も約240～345㎝と木造より高くなっており、繭の乾燥に優れた造りになっていました。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11496">21</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/539/011496.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「五階鉄筋繭倉庫」長野県内に現存する最古の鉄筋コンクリート造五階建て建築物である。大正14年10月に旧倉庫が出火全焼したため、当時の技術を集結し建て替えられた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="五階鉄筋繭倉庫" title="五階鉄筋繭倉庫" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11496">五階鉄筋繭倉庫</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11496">長野県内に現存する最古の鉄筋コンクリート造五階建て建築物である。大正14年10月に旧倉庫が出火全焼したため、当時の技術を集結し建て替えられた。</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10067">22</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/595/010067.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「鏡池」長野県戸隠にあり、周りに建築物などなく、自然本来の雰囲気を味わえる場所。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="鏡池" title="鏡池" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10067">鏡池</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10067">長野県戸隠にあり、周りに建築物などなく、自然本来の雰囲気を味わえる場所。</a></td><td class="date">2022-10-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8548">23</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/421/008548.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「4 上田市の建築物」明治、大正から機能を失わず現在まで残り続けている上田市の建物を身近なところから探してみました。
旧宣教師館、上田蚕種協業組合事務所棟、大家駅、飯島商店、別所温泉など数多くあり、この時代から存在する産業や文化を読み解くことが出来ます。
私たちが利用する上田駅も明治21年に開業されたものであり、駅や店が多い街の庶民の生活は非常に賑わっていたのだと思われます。
また、上田市は養蚕業で発展を遂げた地域です。観光、文化、特産品の面でもそれは大きく影響していると思います。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/421/thumbnails/008548.jpg" alt="4 上田市の建築物" title="4 上田市の建築物" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8548">4 上田市の建築物</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8548">明治、大正から機能を失わず現在まで残り続けている上田市の建物を身近なところから探してみました。
旧宣教師館、上田蚕種協業組合事務所棟、大家駅、飯島商店、別所温泉など数多くあり、この時代から存在する産業や文化を読み解くことが出来ます。
私たちが利用する上田駅も明治21年に開業されたものであり、駅や店が多い街の庶民の生活は非常に賑わっていたのだと思われます。
また、上田市は養蚕業で発展を遂げた地域です。観光、文化、特産品の面でもそれは大きく影響していると思います。</a></td><td class="date">2022-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8547">24</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/421/008547.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「3 生活の場」明治～大正時代の建築については、日本は古来から一貫した木造建築でしたが、明治には洋風の石造、煉瓦造が移入され末期には鉄骨造や鉄筋コンクリート造の新構造が出現し、大正期の耐震耐火の本格的近代建築へ発展しました。いわゆるルネッサンスやネオバロックの復古様式の二番煎じが移植され、疑似洋風建築と呼ばれるような建築物が多く造られました。しかし洋風化には多額の費用がかかったため、庶民の生活の場である住宅は、やはり日本家屋が多かったそうです。

生活を便利にしたアイテムとしてはランプやマッチが挙げられます。江戸時代まで使われていた行燈やろうそくに比べ石油式ランプはかなり明るく、通り沿いに設置されたガス灯は夜の街を照らすのに大変役立ちました。
また、マッチの輸入によってそれまで火打石で火を起"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/421/thumbnails/008547.jpg" alt="3 生活の場" title="3 生活の場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8547">3 生活の場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8547">明治～大正時代の建築については、日本は古来から一貫した木造建築でしたが、明治には洋風の石造、煉瓦造が移入され末期には鉄骨造や鉄筋コンクリート造の新構造が出現し、大正期の耐震耐火の本格的近代建築へ発展しました。いわゆるルネッサンスやネオバロックの復古様式の二番煎じが移植され、疑似洋風建築と呼ばれるような建築物が多く造られました。しかし洋風化には多額の費用がかかったため、庶民の生活の場である住宅は、やはり日本家屋が多かったそうです。

生活を便利にしたアイテムとしてはランプやマッチが挙げられます。江戸時代まで使われていた行燈やろうそくに比べ石油式ランプはかなり明るく、通り沿いに設置されたガス灯は夜の街を照らすのに大変役立ちました。
また、マッチの輸入によってそれまで火打石で火を起</a></td><td class="date">2022-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8411">25</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/251/008411.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧中込学校へ」佐久市にある重要文化財「旧中込学校」へ10月に行ってきました。
見た目は、松本にある開智学校に似ていると思いました。
緑色と白色を基調としたシンプルな洋風デザインです。
この学校は、日本の学校建築に現存する最古級の擬洋風建築物だと言われています。

校内はもちろん、当時使われていた教科書や、教育道具が大変綺麗に保たれていました。
私が一番面白いと思ったのが、大きなそろばんです。
とても大きくて、昔の師範学校には、「大きなそろばんの扱い方」といった授業も開講されていたのではないかと想像するくらい、大人の先生が一人で取り扱うには大変そうな大きさでした。

仮に今の時代に計算を教えるとしても、大きな電卓は使いませんよね(笑)
今なら、どうでしょう、先生の手元をカメラで写しながら、プロジェクタ"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/251/thumbnails/008411.jpg" alt="旧中込学校へ" title="旧中込学校へ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8411">旧中込学校へ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8411">佐久市にある重要文化財「旧中込学校」へ10月に行ってきました。
見た目は、松本にある開智学校に似ていると思いました。
緑色と白色を基調としたシンプルな洋風デザインです。
この学校は、日本の学校建築に現存する最古級の擬洋風建築物だと言われています。

校内はもちろん、当時使われていた教科書や、教育道具が大変綺麗に保たれていました。
私が一番面白いと思ったのが、大きなそろばんです。
とても大きくて、昔の師範学校には、「大きなそろばんの扱い方」といった授業も開講されていたのではないかと想像するくらい、大人の先生が一人で取り扱うには大変そうな大きさでした。

仮に今の時代に計算を教えるとしても、大きな電卓は使いませんよね(笑)
今なら、どうでしょう、先生の手元をカメラで写しながら、プロジェクタ</a></td><td class="date">2022-02-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5180">26</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/005180.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「明治二十四年上田全図」この図面は、上田の町を印刷により表わした初期の地図だ。実測図ではないため、縮尺や距離感は不正確である。地図の周囲にとは、明治維新後の近代化した上田の姿を、建築物を中心に表している。「上田尋常小学校」「高等小学校（旧藩主屋敷）」、「上田女学校」、「上田停車場」、「第十九国立銀行」、「上田橋」などが見られる。図面の中央の上田城本丸には「松平神社」がある。また、本丸には櫓が2基残っていたことがわかる。二の丸は「監獄」となっている。また、大手門の堀が残存していた。明治21年に鉄道の駅「上田停車場」（現在の上田駅の前身）が営業を開始するとともに、駅と「海野町」「原町」をつなぐ「松尾町」も開通した。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/005180.jpg" alt="明治二十四年上田全図" title="明治二十四年上田全図" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5180">明治二十四年上田全図</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5180">この図面は、上田の町を印刷により表わした初期の地図だ。実測図ではないため、縮尺や距離感は不正確である。地図の周囲にとは、明治維新後の近代化した上田の姿を、建築物を中心に表している。「上田尋常小学校」「高等小学校（旧藩主屋敷）」、「上田女学校」、「上田停車場」、「第十九国立銀行」、「上田橋」などが見られる。図面の中央の上田城本丸には「松平神社」がある。また、本丸には櫓が2基残っていたことがわかる。二の丸は「監獄」となっている。また、大手門の堀が残存していた。明治21年に鉄道の駅「上田停車場」（現在の上田駅の前身）が営業を開始するとともに、駅と「海野町」「原町」をつなぐ「松尾町」も開通した。</a></td><td class="date">2021-11-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5179">27</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/005179.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安政年間上田城下町絵図」松平氏在城時代の上田城下町絵図で、武家屋敷の屋敷割を中心に描かれている。基本的には元禄年間の上田城下町絵図と変わっていない。上田城の本丸については「御本丸」と書かれているのみで省略されている。また、二の丸には、堀や石垣・土塁は描かれており、櫓や門などの建築物がない様子が分かる。
二の丸東虎口の外には、「文武学校」・「稲荷宮」がある。ここは、元禄年間の上田城下町絵図では、家臣の屋敷地だった。また、「御作事」と記載されている場所は、元禄年間の上田城下町絵図では「御中屋敷」だった。現在の清明小学校の敷地となっている。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/005179.jpg" alt="安政年間上田城下町絵図" title="安政年間上田城下町絵図" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5179">安政年間上田城下町絵図</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5179">松平氏在城時代の上田城下町絵図で、武家屋敷の屋敷割を中心に描かれている。基本的には元禄年間の上田城下町絵図と変わっていない。上田城の本丸については「御本丸」と書かれているのみで省略されている。また、二の丸には、堀や石垣・土塁は描かれており、櫓や門などの建築物がない様子が分かる。
二の丸東虎口の外には、「文武学校」・「稲荷宮」がある。ここは、元禄年間の上田城下町絵図では、家臣の屋敷地だった。また、「御作事」と記載されている場所は、元禄年間の上田城下町絵図では「御中屋敷」だった。現在の清明小学校の敷地となっている。</a></td><td class="date">2023-05-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5176">28</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/005176.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「元禄年間上田城下町絵図」仙台氏在城時代の上田城下町絵図で、武家屋敷の屋敷割を中心に描かれている。上田城は、本丸については「御本丸」と書かれているのみで省略されている。また、二の丸は「二御丸」と書かれており櫓や門などの建築物がない様子が分かる。「御中屋敷」と記載されている場所は、現在の清明小学校の敷地となっている。「追手口」（大手口）からが城内だ。
城下町全体を見渡すと、城下町と家臣の屋敷は城の東側に偏っていいることが分かる。また、絵図の所々に赤く塗られた四角形の印があるが、これは、「番所」で、武家屋敷と町屋の境・藩主屋敷・お城の虎口（入口）などの要所に設置されている。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/005176.jpg" alt="元禄年間上田城下町絵図" title="元禄年間上田城下町絵図" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5176">元禄年間上田城下町絵図</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5176">仙台氏在城時代の上田城下町絵図で、武家屋敷の屋敷割を中心に描かれている。上田城は、本丸については「御本丸」と書かれているのみで省略されている。また、二の丸は「二御丸」と書かれており櫓や門などの建築物がない様子が分かる。「御中屋敷」と記載されている場所は、現在の清明小学校の敷地となっている。「追手口」（大手口）からが城内だ。
城下町全体を見渡すと、城下町と家臣の屋敷は城の東側に偏っていいることが分かる。また、絵図の所々に赤く塗られた四角形の印があるが、これは、「番所」で、武家屋敷と町屋の境・藩主屋敷・お城の虎口（入口）などの要所に設置されている。</a></td><td class="date">2023-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4508">29</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/316/004508.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長野大学図書館の建設について」特徴的な形をしている長野大学附属図書館を見て、どんな人がどんな思いで建設に携わったのか、ということが気になり、少し調べてみた。

・長野大学附属図書館の建設は1997年に北野建設が行った。（http://www.kitano.co.jp/showcase/education/）

・長野大学付属図書館のレンガ壁のデザインについて（http://www.tbd.co.jp/project-02.html）"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/316/thumbnails/004508.jpg" alt="長野大学図書館の建設について" title="長野大学図書館の建設について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4508">長野大学図書館の建設について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4508">特徴的な形をしている長野大学附属図書館を見て、どんな人がどんな思いで建設に携わったのか、ということが気になり、少し調べてみた。

・長野大学附属図書館の建設は1997年に北野建設が行った。（http://www.kitano.co.jp/showcase/education/）

・長野大学付属図書館のレンガ壁のデザインについて（http://www.tbd.co.jp/project-02.html）</a></td><td class="date">2021-05-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4347">30</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/355/004347.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「池生神社」小島大池のすぐ脇に建立されている神社。拝殿は新しく立て替えられている。池の周りに奉られている神社はみる機会が少ないので､参拝するには良い機会だと思う。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/355/thumbnails/004347.jpg" alt="池生神社" title="池生神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4347">池生神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4347">小島大池のすぐ脇に建立されている神社。拝殿は新しく立て替えられている。池の周りに奉られている神社はみる機会が少ないので､参拝するには良い機会だと思う。</a></td><td class="date">2021-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4344">31</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/355/004344.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「八幡大神縣社」源義仲とも縁のある社。社は周辺を住宅街で囲まれているが、それを感じさせないほど落ち着いた雰囲気が作られいる。他にもいつもの小さな社があるので、立ち寄るには良い場所だと言える。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/355/thumbnails/004344.jpg" alt="八幡大神縣社" title="八幡大神縣社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4344">八幡大神縣社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4344">源義仲とも縁のある社。社は周辺を住宅街で囲まれているが、それを感じさせないほど落ち着いた雰囲気が作られいる。他にもいつもの小さな社があるので、立ち寄るには良い場所だと言える。</a></td><td class="date">2021-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4289">32</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/333/004289.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「薬師如来像と薬師堂」薬師堂とは，薬師如来を本尊とする仏堂の呼び方です。薬師如来とは，病気などに効果がある仏とされています。
この薬師堂は江戸時代後期より存在していたとされており，昭和になり向きを変える移築作業が行われました。その後，平成25年（2013年）に現在の建物が建築されています。
身近なところにとても歴史が深い建築物あり，とても驚きました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/333/thumbnails/004289.jpg" alt="薬師如来像と薬師堂" title="薬師如来像と薬師堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4289">薬師如来像と薬師堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4289">薬師堂とは，薬師如来を本尊とする仏堂の呼び方です。薬師如来とは，病気などに効果がある仏とされています。
この薬師堂は江戸時代後期より存在していたとされており，昭和になり向きを変える移築作業が行われました。その後，平成25年（2013年）に現在の建物が建築されています。
身近なところにとても歴史が深い建築物あり，とても驚きました。</a></td><td class="date">2021-05-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4209">33</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/324/004209.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「黒田代官屋敷」黒田代官屋敷とは、現在の静岡県菊川市下平川にある江戸幕府旗本・本多助久の代官となった黒田家の屋敷。現存している18世紀中頃の建築物として大変価値が高く、主屋、長屋門、米蔵、宅地など 屋敷全体が重要文化財に指定されている。この貴重な文化財の黒田代官屋敷は、現在、22代黒田家のご家族が居住されている。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/324/thumbnails/004209.jpg" alt="黒田代官屋敷" title="黒田代官屋敷" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4209">黒田代官屋敷</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4209">黒田代官屋敷とは、現在の静岡県菊川市下平川にある江戸幕府旗本・本多助久の代官となった黒田家の屋敷。現存している18世紀中頃の建築物として大変価値が高く、主屋、長屋門、米蔵、宅地など 屋敷全体が重要文化財に指定されている。この貴重な文化財の黒田代官屋敷は、現在、22代黒田家のご家族が居住されている。</a></td><td class="date">2021-05-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4205">34</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/324/004205.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「赤レンガ倉庫」明治33年に建てられた製茶構造の一部である。構造はレンガが主。イギリス積みであり、内部は木造2階建てである。茶産業に関わる建築物として貴重な遺構である。この赤レンガ倉庫は登録有形文化財として登録された。（第22-0194号）静岡県菊川市の街のルーツかつ当時の製茶工場の様式を現在に伝える日本で唯一の産業資産。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/324/thumbnails/004205.jpg" alt="赤レンガ倉庫" title="赤レンガ倉庫" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4205">赤レンガ倉庫</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4205">明治33年に建てられた製茶構造の一部である。構造はレンガが主。イギリス積みであり、内部は木造2階建てである。茶産業に関わる建築物として貴重な遺構である。この赤レンガ倉庫は登録有形文化財として登録された。（第22-0194号）静岡県菊川市の街のルーツかつ当時の製茶工場の様式を現在に伝える日本で唯一の産業資産。</a></td><td class="date">2021-05-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3945">35</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/129/003945.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場 (五階鉄筋繭倉庫)」常田館製糸場は明治33年（1900年）創業の製糸工場だ。
15棟の施設が現存しており、そのうち7棟が国の重要文化財に指定されている。

写真3枚目は、「五階鉄筋繭倉庫」の内部である。大正15年（1926年）に竣工した、長野県内に現存する最古の鉄筋コンクリ―ト造5階建て建築物だ。現在1階はイベントの開催やワインセラーとして利用されており、2階と3階には従業員の方々が制作した芸術作品が展示されている。作品はライトアップされており美しかった。

参考URL:<a href=http://www.kasahara.co.jp/kasahara/tokidakan/cultural-property.html>常田館製糸場　施設紹介</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/129/thumbnails/003945.jpg" alt="常田館製糸場 (五階鉄筋繭倉庫)" title="常田館製糸場 (五階鉄筋繭倉庫)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3945">常田館製糸場 (五階鉄筋繭倉庫)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3945">常田館製糸場は明治33年（1900年）創業の製糸工場だ。
15棟の施設が現存しており、そのうち7棟が国の重要文化財に指定されている。

写真3枚目は、「五階鉄筋繭倉庫」の内部である。大正15年（1926年）に竣工した、長野県内に現存する最古の鉄筋コンクリ―ト造5階建て建築物だ。現在1階はイベントの開催やワインセラーとして利用されており、2階と3階には従業員の方々が制作した芸術作品が展示されている。作品はライトアップされており美しかった。

参考URL:<a href=http://www.kasahara.co.jp/kasahara/tokidakan/cultural-property.html>常田館製糸場　施設紹介</a></a></td><td class="date">2021-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3304">36</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/240/003304.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【どこここ】上田大神宮」現北国街道沿いにある(誰も知らないであろう)小さな神社です。
と言ってもローカル神社にしては規模は大きめで、生島足島神社にあるような赤色の建築物、巨大な窯など面白い物がありました。
間違えてもじゃあ生島足島神社でいいじゃんと言ってはいけないです。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/240/thumbnails/003304.jpg" alt="【どこここ】上田大神宮" title="【どこここ】上田大神宮" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3304">【どこここ】上田大神宮</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3304">現北国街道沿いにある(誰も知らないであろう)小さな神社です。
と言ってもローカル神社にしては規模は大きめで、生島足島神社にあるような赤色の建築物、巨大な窯など面白い物がありました。
間違えてもじゃあ生島足島神社でいいじゃんと言ってはいけないです。</a></td><td class="date">2020-11-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3252">37</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/53/003252_0023_002.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長野市台風19号災害ボランティア」私は新型コロナウイルスによる影響から、第2期災害ボランティア活動に7月から10月までの期間で月に1回参加している。台風19号による堤防の決壊から大きな浸水被害を受けた現地の様子や災害ボランティアの活動についてまとめていく。
多くの住宅では建築物の再建や住宅内の整備などが済んでいるが、10月12日で1年が経過した現在でも住宅内の泥出しや、浸水した家具や家電などを2階から住宅外に運ぶ作業などをしてきた。また浸水した住宅の内部の様子や住宅の2メートル近くの浸水した跡から、当時の浸水の被害が大きかったことがうかがえる。現地の方と話すことで片付けが遅れてしまった背景には、連日の大雨警報などによりボランティアが中止になってしまうこと、新型コロナウイルスの影響からボランティアに参加したくても県内の長野市内の"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="長野市台風19号災害ボランティア" title="長野市台風19号災害ボランティア" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3252">長野市台風19号災害ボランティア</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3252">私は新型コロナウイルスによる影響から、第2期災害ボランティア活動に7月から10月までの期間で月に1回参加している。台風19号による堤防の決壊から大きな浸水被害を受けた現地の様子や災害ボランティアの活動についてまとめていく。
多くの住宅では建築物の再建や住宅内の整備などが済んでいるが、10月12日で1年が経過した現在でも住宅内の泥出しや、浸水した家具や家電などを2階から住宅外に運ぶ作業などをしてきた。また浸水した住宅の内部の様子や住宅の2メートル近くの浸水した跡から、当時の浸水の被害が大きかったことがうかがえる。現地の方と話すことで片付けが遅れてしまった背景には、連日の大雨警報などによりボランティアが中止になってしまうこと、新型コロナウイルスの影響からボランティアに参加したくても県内の長野市内の</a></td><td class="date">2020-10-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2931">38</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/238/002931.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前山塩野神社拝殿及び本殿」独鈷山〔とっこざん〕の北の山麓に位置し、その古さを物語る大きく深い森につつまれた神社が前山の塩野神社です。神社の前には太鼓橋がかかっていますが、その下には独鈷山の清らかな湧き水が滝となって流れ、それがやがて本流の産川と合流して塩田平を潤〔うるお〕しています。

この建築物を選んだ理由としてはこの神社には建物の歴史と言える棟札が、文明年間より今日まで30枚そろっていることや「甲子〔きのえね〕大祭」といって60年毎の神事が継続され、盛大に行われているため、いつか行ってみたいと思ったからです。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/238/thumbnails/002931.jpg" alt="前山塩野神社拝殿及び本殿" title="前山塩野神社拝殿及び本殿" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2931">前山塩野神社拝殿及び本殿</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2931">独鈷山〔とっこざん〕の北の山麓に位置し、その古さを物語る大きく深い森につつまれた神社が前山の塩野神社です。神社の前には太鼓橋がかかっていますが、その下には独鈷山の清らかな湧き水が滝となって流れ、それがやがて本流の産川と合流して塩田平を潤〔うるお〕しています。
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この建築物を選んだ理由としてはふつうの塔は四角のものですが、この塔は「八角形」であるという希少性から、他の人にも知ってほしいからです。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/238/thumbnails/002929.jpg" 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=2929">安楽寺八角三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2929">安楽寺にある木造八角三重塔は、木造の八角塔としては全国で一つしかないという貴重な建築で、長野県では一番早く「国宝」に指定されました。「国宝」といえば、「世界的にみて国民の宝とすべきもの」(「文化財保護法」）となっていますので、この塔は長野県が世界に誇る貴重な文化財ということになります。
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。そして、常田館製糸場のほかにも上田市には糸に関連した町や遺産があることが分かった。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/182/thumbnails/002408.jpg" 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=2408">常田館製糸場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2408">常田館製糸場は1900年(明治33年)から約120年間操業しましたそして、明治日本の産業遺産として現存する建築物の歴史的価値が評価され、現在は国の重要文化財に指定されています。
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正面から見て横長でなく縦長な形をした校舎、八角形の塔の部分には太鼓が吊るされている点が興味深い。他にも、カラフルなガラスが目を引き、魅力を感じる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="明治時代を体感！旧中込学校" title="明治時代を体感！旧中込学校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2021">明治時代を体感！旧中込学校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2021">佐久市に現存する擬洋風学校である。明治８年に完成し、日本国内に現存する擬洋風学校としては最も古い建築物の１つでもあり、長野県宝・国重要文化財に指定されている。また、敷地を含めて国史跡にも指定されている。移築や改変等が少ないため、当時に近い姿で残っている点が特徴であり、気軽に明治の雰囲気を感じる事ができる。
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	var markerData = [ // マーカーを立てる場所名・緯度・経度

					  {
					id: '127029',
					name: '前山寺三重塔',
					lat: 36.341194092888195,
					lng: 138.19762229919434,
					contents: '<a href="?c=&p=127029">前山寺三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126907',
					name: '蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所',
					lat: 36.39378944436183,
					lng: 138.25502157211304,
					contents: '<a href="?c=&p=126907">蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所</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: '126428',
					name: '信濃国分寺の瓦',
					lat: 36.383010640113696,
					lng: 138.2710075378418,
					contents: '<a href="?c=&p=126428">信濃国分寺の瓦</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126017',
					name: '中禅寺薬師堂',
					lat: 36.336630928544885,
					lng: 138.18577766418457,
					contents: '<a href="?c=&p=126017">中禅寺薬師堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '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: '54591',
					name: '初代国立劇場さよなら公演',
					lat: 35.68159659061509,
					lng: 139.7433042526245,
					contents: '<a href="?c=&p=54591">初代国立劇場さよなら公演</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11546',
					name: '安楽寺',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.15311908721924,
					contents: '<a href="?c=&p=11546">安楽寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11545',
					name: '安楽寺',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.15311908721924,
					contents: '<a href="?c=&p=11545">安楽寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11496',
					name: '五階鉄筋繭倉庫',
					lat: 36.39375921743313,
					lng: 138.25504302978516,
					contents: '<a href="?c=&p=11496">五階鉄筋繭倉庫</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8411',
					name: '旧中込学校へ',
					lat: 36.23745444487461,
					lng: 138.47210884094238,
					contents: '<a href="?c=&p=8411">旧中込学校へ</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5180',
					name: '明治二十四年上田全図',
					lat: 36.40359962073253,
					lng: 138.2457733154297,
					contents: '<a href="?c=&p=5180">明治二十四年上田全図</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5179',
					name: '安政年間上田城下町絵図',
					lat: 36.40359962073253,
					lng: 138.2457733154297,
					contents: '<a href="?c=&p=5179">安政年間上田城下町絵図</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5176',
					name: '元禄年間上田城下町絵図',
					lat: 36.40256071292733,
					lng: 138.24581236171042,
					contents: '<a href="?c=&p=5176">元禄年間上田城下町絵図</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4508',
					name: '長野大学図書館の建設について',
					lat: 36.36938157697832,
					lng: 138.2236108244976,
					contents: '<a href="?c=&p=4508">長野大学図書館の建設について</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4347',
					name: '池生神社',
					lat: 36.371755213926264,
					lng: 138.20382356643677,
					contents: '<a href="?c=&p=4347">池生神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4344',
					name: '八幡大神縣社',
					lat: 36.36757396539493,
					lng: 138.2092523574829,
					contents: '<a href="?c=&p=4344">八幡大神縣社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4209',
					name: '黒田代官屋敷',
					lat: 34.701762626344035,
					lng: 138.09537354328535,
					contents: '<a href="?c=&p=4209">黒田代官屋敷</a>'
			 }, 
					  {
					id: '3945',
					name: '常田館製糸場 (五階鉄筋繭倉庫)',
					lat: 36.39387580695047,
					lng: 138.2540774345398,
					contents: '<a href="?c=&p=3945">常田館製糸場 (五階鉄筋繭倉庫)</a>'
			 }, 
					  {
					id: '3304',
					name: '【どこここ】上田大神宮',
					lat: 36.408176127954924,
					lng: 138.25333714485168,
					contents: '<a href="?c=&p=3304">【どこここ】上田大神宮</a>'
			 }, 
					  {
					id: '3252',
					name: '長野市台風19号災害ボランティア',
					lat: 36.69731069808655,
					lng: 138.27878410861368,
					contents: '<a href="?c=&p=3252">長野市台風19号災害ボランティア</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2931',
					name: '前山塩野神社拝殿及び本殿',
					lat: 36.36938157697832,
					lng: 138.2236108244976,
					contents: '<a href="?c=&p=2931">前山塩野神社拝殿及び本殿</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2929',
					name: '安楽寺八角三重塔',
					lat: 36.36938157697832,
					lng: 138.2236108244976,
					contents: '<a href="?c=&p=2929">安楽寺八角三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2764',
					name: 'みすゞ飴本舗',
					lat: 36.398124727817,
					lng: 138.2501345872879,
					contents: '<a href="?c=&p=2764">みすゞ飴本舗</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2408',
					name: '常田館製糸場',
					lat: 36.39365990029894,
					lng: 138.2551395893097,
					contents: '<a href="?c=&p=2408">常田館製糸場</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2021',
					name: '明治時代を体感！旧中込学校',
					lat: 36.23188132729905,
					lng: 138.48464012145996,
					contents: '<a href="?c=&p=2021">明治時代を体感！旧中込学校</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<42; 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>


