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

ここ上田市にも、地域に根付いた街のお風呂屋さん、銭湯が2軒あります。ですが最盛期には、なんと24軒もの銭湯がありました。昔は市街地ではお風呂のある家庭は一般的ではなく、農村部のお百姓さんの家、どこかの大富豪の社長さんの家など、限られた家庭にしかありませんでした。そこで、「浴場業（銭湯）」という一つの業種が確立されたんですね。今回は、上田市の銭湯を研究するための必読書、「史的ニ上田（15）上田の銭湯」という文献をご紹介します。
（画像は、文中にも登場する中央3丁目（松原町）の「竹の</a></td><td class="date">2024-02-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127096">4</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/748/127096.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「無言館」無言館は、第二次世界大戦の戦没画学生が描いた作品が展示してある美術館です。
彼らが故郷を離れる前に描いた愛する家族の絵。
出兵先で家族に宛てたハガキの絵。
作者だけでなく、作品を寄贈した遺族の方々の思いもよみとることができます。
ドームや図書館など、ただの美術館ではないので、一度足を運んでみてはどうでしょうか。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="無言館" title="無言館" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127096">無言館</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127096">無言館は、第二次世界大戦の戦没画学生が描いた作品が展示してある美術館です。
彼らが故郷を離れる前に描いた愛する家族の絵。
出兵先で家族に宛てたハガキの絵。
作者だけでなく、作品を寄贈した遺族の方々の思いもよみとることができます。
ドームや図書館など、ただの美術館ではないので、一度足を運んでみてはどうでしょうか。</a></td><td class="date">2024-02-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127081">5</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/127081.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「マンホール：小川村」2008/03/16の記録。
長野県上水内郡小川村のマンホールです。絵柄は村営施設「星と緑のロマン館」です。汽車の絵柄は銀河鉄道のイメージでしょうか。


参考資料：上水内郡小川村のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/nagano/ogawa/ogawa.html
　信州小川村・星と緑のロマン館　https://www.ogawaromankan.net/"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127081.jpg" alt="マンホール：小川村" title="マンホール：小川村" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127081">マンホール：小川村</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127081">2008/03/16の記録。
長野県上水内郡小川村のマンホールです。絵柄は村営施設「星と緑のロマン館」です。汽車の絵柄は銀河鉄道のイメージでしょうか。


参考資料：上水内郡小川村のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/nagano/ogawa/ogawa.html
　信州小川村・星と緑のロマン館　https://www.ogawaromankan.net/</a></td><td class="date">2024-02-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127077">6</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/127077.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「マンホール：前橋市」2008/03/15の記録。
前橋市のマンホールです。前橋駅前で撮影しました。前橋市は群馬県の県庁所在地ながら、高崎駅が新幹線の駅となっており、高崎からは上毛線で前橋駅に移動します。ご覧のとおり前橋駅前は県庁所在地とは思えないぐらいにこじんまりとしています。

マンホールの絵柄には、市の花バラをあしらっています。

参考資料：前橋市のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/gunnma/maebasi/maebasi.html"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127077.jpg" alt="マンホール：前橋市" title="マンホール：前橋市" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127077">マンホール：前橋市</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127077">2008/03/15の記録。
前橋市のマンホールです。前橋駅前で撮影しました。前橋市は群馬県の県庁所在地ながら、高崎駅が新幹線の駅となっており、高崎からは上毛線で前橋駅に移動します。ご覧のとおり前橋駅前は県庁所在地とは思えないぐらいにこじんまりとしています。

マンホールの絵柄には、市の花バラをあしらっています。

参考資料：前橋市のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/gunnma/maebasi/maebasi.html</a></td><td class="date">2024-02-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126988">7</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126988.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「マンホール：戸狩(飯山市)」2008/05/17の記録。

飯山市の戸狩で見かけたマンホール。絵柄は愛嬌のあるマスコットに見えます。戸狩温泉スキー場のマスコット、ミミズクの「とが坊」とのこと。市の花ユキツバキがあしらわれています。戸狩は何より自然景観が素晴らしい。

参考：飯山市のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/nagano/iiyama/iiyama.html"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126988.jpg" alt="マンホール：戸狩(飯山市)" title="マンホール：戸狩(飯山市)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126988">マンホール：戸狩(飯山市)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126988">2008/05/17の記録。

飯山市の戸狩で見かけたマンホール。絵柄は愛嬌のあるマスコットに見えます。戸狩温泉スキー場のマスコット、ミミズクの「とが坊」とのこと。市の花ユキツバキがあしらわれています。戸狩は何より自然景観が素晴らしい。

参考：飯山市のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/nagano/iiyama/iiyama.html</a></td><td class="date">2024-02-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126927">8</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=126736">9</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=126636">10</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/816/126636.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「越後の伝説についての考察（『越後の国雪の伝説〔正〕』鈴木直著　昭和十七年七月二十二日発行）」越後の国雪の伝説〔正〕に収録されている23の伝説の中の4つについて、それがなぜ生じたのかという自分なりの考察をおこないました。

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

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

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

１，茂助地蔵
《あらすじ》
昔、一人の旅人がいた。宿屋を出発して目的地へと歩いていたが、天候は最悪で、顔を前に向けることも困難なほどの吹雪だった。そして、その途中で偶然にも一人の女性に遭遇し、自分の家に泊まっていくことを勧められる。旅人は女についていくことにし、彼女の家で手厚いもてなしを受けた。数日後、旅人は死体となって発見された。死因は凍死であり、近くの村の村人は旅人は雪</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126614">11</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">12</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=126533">13</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126533.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「マンホール：松本市」2009/02/01の記録。
松本市のマンホールの絵柄は松本てまりです。円形のマンホール蓋に円形の松本てまりが大小いくつも重ねて描かれた楽しいデザインになっています。円の中に円を入れ子にしたデザインセンスのよさ。他の市町村のように花や木などをあしらわないシンプルさもセンスがよい。全国に誇るマンホールデザインの傑作ではないかと思います。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126533.jpg" alt="マンホール：松本市" title="マンホール：松本市" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126533">マンホール：松本市</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126533">2009/02/01の記録。
松本市のマンホールの絵柄は松本てまりです。円形のマンホール蓋に円形の松本てまりが大小いくつも重ねて描かれた楽しいデザインになっています。円の中に円を入れ子にしたデザインセンスのよさ。他の市町村のように花や木などをあしらわないシンプルさもセンスがよい。全国に誇るマンホールデザインの傑作ではないかと思います。</a></td><td class="date">2024-01-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126463">14</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126463.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧西塩田小学校校舎(さくら国際高校)2013/11/22」★<a href=https://www.sakura-kokusai.ed.jp/>さくら国際高校</a>

旧西塩田小学校の校舎は、小津安二郎監督の映画『一人息子』(1936年)でも使われた「絵になる風景」です。その校舎が現在もなお残っています。しかもさくら国際高校の現役の校舎です。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126463.jpg" alt="旧西塩田小学校校舎(さくら国際高校)2013/11/22" title="旧西塩田小学校校舎(さくら国際高校)2013/11/22" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126463">旧西塩田小学校校舎(さくら国際高校)2013/11/22</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126463">★<a href=https://www.sakura-kokusai.ed.jp/>さくら国際高校</a>

旧西塩田小学校の校舎は、小津安二郎監督の映画『一人息子』(1936年)でも使われた「絵になる風景」です。その校舎が現在もなお残っています。しかもさくら国際高校の現役の校舎です。</a></td><td class="date">2023-12-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126326">15</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/806/126326.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「夜の上田城跡公園」ここは上田城の門をくぐった先にある絵馬のアーチです。夜になるとライトアップされてとても綺麗なのでぜひ行ってみてください。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="夜の上田城跡公園" title="夜の上田城跡公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126326">夜の上田城跡公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126326">ここは上田城の門をくぐった先にある絵馬のアーチです。夜になるとライトアップされてとても綺麗なのでぜひ行ってみてください。</a></td><td class="date">2023-12-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126280">16</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/688/126280.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【上田市の銭湯】②宮桜の湯」突然ですが、皆さんは銭湯に行ったことはありますか？

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

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

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

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

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

宮桜の湯さんは、イオンスタイル上田や信州大学繊維学部の近くにあります。イオンの前の「信大繊維学部入口」交差点から信大正門の方へ進み、道なりに行けば右手に看板が見えてきます。玄関の「わ」の看板と薪のいい香りは営業中の証。ちなみに夏と冬で暖簾が違うんです。水色地に花火の絵柄が牛乳石鹸制作の2005年夏バージョンの暖簾、紺地に図形が描</a></td><td class="date">2023-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126170">17</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/732/126170.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「若竹屋紬店本店」今回は、別所温泉にある若竹屋紬店本店を訪れた。

若竹屋紬店は、上田紬の販売を始めてから五十年以上経つ老舗である。現在は、二階に「繭の家」という上田紬ギャラリーを併設するなど、博物館的な特徴を持った店舗になっているようだ。
看板となる商品は、『七久里の華』という「上田紬」と「農民美術」の融合製品。上田紬は、着物だけでなく上田紬押絵など芸術にも用いられることが分かった。

別所温泉と蚕糸業のつながりを思い起こさせるようなお店だと感じた。ちなみに隣接する建物では、鎧兜や多くの飾り雛が展示されているため、あわせて立ち寄ってみてほしい。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="若竹屋紬店本店" title="若竹屋紬店本店" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126170">若竹屋紬店本店</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126170">今回は、別所温泉にある若竹屋紬店本店を訪れた。

若竹屋紬店は、上田紬の販売を始めてから五十年以上経つ老舗である。現在は、二階に「繭の家」という上田紬ギャラリーを併設するなど、博物館的な特徴を持った店舗になっているようだ。
看板となる商品は、『七久里の華』という「上田紬」と「農民美術」の融合製品。上田紬は、着物だけでなく上田紬押絵など芸術にも用いられることが分かった。

別所温泉と蚕糸業のつながりを思い起こさせるようなお店だと感じた。ちなみに隣接する建物では、鎧兜や多くの飾り雛が展示されているため、あわせて立ち寄ってみてほしい。</a></td><td class="date">2023-11-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126015">18</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126015.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「チームラボ金沢城光の祭」★<a href=https://www.teamlab.art/jp/e/kanazawacastle/?yclid=YSS.1001114704.EAIaIQobChMI_prb1rXRggMVFdUWBR0g4ATkEAAYASAAEgIJffD_BwE>チームラボ金沢城光の祭</a>(公式サイト)

学会で金沢に滞在し、幸いなことにチームラボのイベントが金沢城で開催されていました。11/11(土)、ついでにイベントを体験してきました。前日の雨から一転し肌寒くも幸い好天に恵まれました。大勢の人々が訪れ賑わっていました。チームラボを見るのは１年前、水戸の偕楽園のイベント以来です。趣向はほぼ同じで会場が異なり、どのように違うのかを比べるのも楽しみでした。このイベント、初見の時には感興があって感動的でしたが、２回目は感動はどうしても薄れます。広い会場だけあって今回は卵がめちゃくちゃ多い。卵の狭間に埋もれそうになります。偕楽園の梅林にしつらえられた光の仕掛けの繊細"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126015.jpg" alt="チームラボ金沢城光の祭" title="チームラボ金沢城光の祭" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126015">チームラボ金沢城光の祭</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126015">★<a href=https://www.teamlab.art/jp/e/kanazawacastle/?yclid=YSS.1001114704.EAIaIQobChMI_prb1rXRggMVFdUWBR0g4ATkEAAYASAAEgIJffD_BwE>チームラボ金沢城光の祭</a>(公式サイト)

学会で金沢に滞在し、幸いなことにチームラボのイベントが金沢城で開催されていました。11/11(土)、ついでにイベントを体験してきました。前日の雨から一転し肌寒くも幸い好天に恵まれました。大勢の人々が訪れ賑わっていました。チームラボを見るのは１年前、水戸の偕楽園のイベント以来です。趣向はほぼ同じで会場が異なり、どのように違うのかを比べるのも楽しみでした。このイベント、初見の時には感興があって感動的でしたが、２回目は感動はどうしても薄れます。広い会場だけあって今回は卵がめちゃくちゃ多い。卵の狭間に埋もれそうになります。偕楽園の梅林にしつらえられた光の仕掛けの繊細</a></td><td class="date">2023-11-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125522">19</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/125522.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「棟方志功展：ネット時代の美術展」東京国立近代美術館で開かれている「棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ」を観てきました。棟方志功の作品がこれだけ品揃えされて展示されたのは今回が初めてでは？　初期の油絵から始まり、人と芸術の変遷・進化が手に取るようによくわかりました。何より作品に直に接してワクワクしました。

ワクワク感を助長してくれたのが撮影を許容していること。方々でスマホのシャッター音が聞こえていますが、全く耳障りではありません。むしろ「撮ってよい、むしろどんどん撮ろう」という賛辞音のように心地よく響いてきます。

この企画展で画期的なことの一つは作品の撮影とブログやSNSへの画像転載を許容していること。次のようにハッシュタグをつけることを条件としています。
#棟方志功展 #メイキング・オブ・ムナカタ

「撮影厳禁"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125522.jpg" alt="棟方志功展：ネット時代の美術展" title="棟方志功展：ネット時代の美術展" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125522">棟方志功展：ネット時代の美術展</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125522">東京国立近代美術館で開かれている「棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ」を観てきました。棟方志功の作品がこれだけ品揃えされて展示されたのは今回が初めてでは？　初期の油絵から始まり、人と芸術の変遷・進化が手に取るようによくわかりました。何より作品に直に接してワクワクしました。

ワクワク感を助長してくれたのが撮影を許容していること。方々でスマホのシャッター音が聞こえていますが、全く耳障りではありません。むしろ「撮ってよい、むしろどんどん撮ろう」という賛辞音のように心地よく響いてきます。

この企画展で画期的なことの一つは作品の撮影とブログやSNSへの画像転載を許容していること。次のようにハッシュタグをつけることを条件としています。
#棟方志功展 #メイキング・オブ・ムナカタ

「撮影厳禁</a></td><td class="date">2023-10-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125224">20</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/125224.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田から望む北アルプス」上信越自動車道の下りの進行方向・真正面に北アルプスの山々が見えます。上田菅平ICの1kmぐらい手前の地点です。上田は周辺が低山で囲まれ、このような高い位置からでないと北アルプスは見えません。

夕焼けの情景と重なり、北アルプスの山容がまるで絵画に描いたかのような芸術的なパノラマとなって展開していました。ビューティフル！

一番特徴的な山は槍ヶ岳。一際尖って見えます。その左に見える高い山は常念岳です。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125224.jpg" alt="上田から望む北アルプス" title="上田から望む北アルプス" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125224">上田から望む北アルプス</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125224">上信越自動車道の下りの進行方向・真正面に北アルプスの山々が見えます。上田菅平ICの1kmぐらい手前の地点です。上田は周辺が低山で囲まれ、このような高い位置からでないと北アルプスは見えません。

夕焼けの情景と重なり、北アルプスの山容がまるで絵画に描いたかのような芸術的なパノラマとなって展開していました。ビューティフル！

一番特徴的な山は槍ヶ岳。一際尖って見えます。その左に見える高い山は常念岳です。</a></td><td class="date">2023-09-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55316">21</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/653/055316.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「灯籠？」道路沿いにいくつか設置されていた灯篭のようなもの。中には切り絵が入っており、デザイン性の高さを感じた。夜に点灯するのか実際に目で確かめてみたい。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="灯籠？" title="灯籠？" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55316">灯籠？</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55316">道路沿いにいくつか設置されていた灯篭のようなもの。中には切り絵が入っており、デザイン性の高さを感じた。夜に点灯するのか実際に目で確かめてみたい。</a></td><td class="date">2023-05-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55269">22</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/420/055269.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「庚申塔」庚申塔は、中国より伝来した道教に由来する庚申信仰に基づいて建てられた石碑である。

この石碑にはほかに、明治の政治家である高橋是清と板垣退助の名や、日光東照宮で有名な三猿の絵も刻まれていた。三猿については、庚申の申にかけて刻まれることが多かったという。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/420/thumbnails/055269.jpg" alt="庚申塔" title="庚申塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55269">庚申塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55269">庚申塔は、中国より伝来した道教に由来する庚申信仰に基づいて建てられた石碑である。

この石碑にはほかに、明治の政治家である高橋是清と板垣退助の名や、日光東照宮で有名な三猿の絵も刻まれていた。三猿については、庚申の申にかけて刻まれることが多かったという。</a></td><td class="date">2023-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55228">23</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/663/055228.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「晴天とまちの美容室」4月27日13時30分ごろの上田市です。
絵に描いたような晴天が続く日でした。
ポップな色をした外観が特徴的な美容室が青い空に映えていました。電線がたくさん張り巡らされています。せっかくの青空が電線によってさえぎられており、少し残念な気もします。防災の観点からも電線の地中化が進むことを願います。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="晴天とまちの美容室" title="晴天とまちの美容室" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55228">晴天とまちの美容室</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55228">4月27日13時30分ごろの上田市です。
絵に描いたような晴天が続く日でした。
ポップな色をした外観が特徴的な美容室が青い空に映えていました。電線がたくさん張り巡らされています。せっかくの青空が電線によってさえぎられており、少し残念な気もします。防災の観点からも電線の地中化が進むことを願います。</a></td><td class="date">2023-05-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55185">24</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/055185.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中山道69次資料館」4/30(日)、軽井沢町追分にある中山道69次資料館を訪れました。上田から軽井沢をつなぐ浅間サンラインはその終点で国道18号線に合流します。中山道69次資料館はその合流点の突き当りにあります。軽井沢に行くたび、その前を通過しながら、これまで資料館を訪れる機会がありませんでした。

★<a href=http://nakasendo69.sakura.ne.jp/>中山道69次資料館</a>

私設の資料館です。冬期は休館し、ゴールデンウィーク初日の4/29に開館したとのこと。館長さんのこだわりから展示が構成されており、非常に面白いものながら、時間の限りもあってじっくりと見学するというわけにもいきません。

江戸・京都間を結ぶ東海道53次に対して中山道は69次。数が多い。いずれも浮世絵によっても知られています。東海道は広重の作。では中山道は？　英泉の作です。英泉は知り"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/055185.jpg" alt="中山道69次資料館" title="中山道69次資料館" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55185">中山道69次資料館</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55185">4/30(日)、軽井沢町追分にある中山道69次資料館を訪れました。上田から軽井沢をつなぐ浅間サンラインはその終点で国道18号線に合流します。中山道69次資料館はその合流点の突き当りにあります。軽井沢に行くたび、その前を通過しながら、これまで資料館を訪れる機会がありませんでした。

★<a href=http://nakasendo69.sakura.ne.jp/>中山道69次資料館</a>

私設の資料館です。冬期は休館し、ゴールデンウィーク初日の4/29に開館したとのこと。館長さんのこだわりから展示が構成されており、非常に面白いものながら、時間の限りもあってじっくりと見学するというわけにもいきません。

江戸・京都間を結ぶ東海道53次に対して中山道は69次。数が多い。いずれも浮世絵によっても知られています。東海道は広重の作。では中山道は？　英泉の作です。英泉は知り</a></td><td class="date">2023-05-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54621">25</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/054621.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「22世紀に残したい上田の風景：わらボッチと稲わら焼き」上田に暮らして以来、かけがえのないこの地域の風景として心に刻まれたのが塩田平のわらボッチと稲わら焼きの風景です。2007/11/03、塩田平で撮った風景を載せておきます。

茨城や山形でもこのような原初的なわらぼっちと稲わら焼きの風景は見たことがありません。機械化による大規模な営農でなく、手作業による昔からの営農の姿がこの風景に顕れています。ちなみにわらボッチはこの地域では「にょっ」と呼ぶらしい。円錐形をなしたわらボッチが整然と立ち並ぶこの地域の無形的な文化形態は美しく、絵になります。

稲わら焼きは条例によって禁止されている県もあります。秋になるとそこかしこで稲わら焼きの煙が立ち上ります。いつまでこのような風景を見続けることができるのか。わらぼっちと言い、稲わら焼きの煙と言い、心の中に眠"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/054621.jpg" alt="22世紀に残したい上田の風景：わらボッチと稲わら焼き" title="22世紀に残したい上田の風景：わらボッチと稲わら焼き" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54621">22世紀に残したい上田の風景：わらボッチと稲わら焼き</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54621">上田に暮らして以来、かけがえのないこの地域の風景として心に刻まれたのが塩田平のわらボッチと稲わら焼きの風景です。2007/11/03、塩田平で撮った風景を載せておきます。

茨城や山形でもこのような原初的なわらぼっちと稲わら焼きの風景は見たことがありません。機械化による大規模な営農でなく、手作業による昔からの営農の姿がこの風景に顕れています。ちなみにわらボッチはこの地域では「にょっ」と呼ぶらしい。円錐形をなしたわらボッチが整然と立ち並ぶこの地域の無形的な文化形態は美しく、絵になります。

稲わら焼きは条例によって禁止されている県もあります。秋になるとそこかしこで稲わら焼きの煙が立ち上ります。いつまでこのような風景を見続けることができるのか。わらぼっちと言い、稲わら焼きの煙と言い、心の中に眠</a></td><td class="date">2023-02-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54590">26</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/054590.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「東京ステーションギャラリーの魅力」★<a href=https://www.ejrcf.or.jp/gallery/index.asp>東京ステーションギャラリー</a>

昨日2/15、佐伯祐三展を見に行ってきました。佐伯祐三の絵画に魅了されつつ、従来であれば単なる駅舎であった東京駅が110年の時を超えてハレのアーティスティックな空間へと昇華していることにも感銘を受けました。

ドーム状の駅舎の外観から伝わる美しさばかりではなく、内観の質の高さによってその美しさ、歴史の重みがより一層実感できるものとなっています。110年の時間経過が当時でなければなしえなかったデザインと施工の質の高さを引き立てたとも言えます。ここを美術館にリノベートしようという建築活用のデザインが貴い。窓枠に象嵌された丸の内の都市景観の美しいこと。人々が点描されているかのよう。まるでブリューゲル！　当時のレンガのむき出し感も"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/054590.jpg" alt="東京ステーションギャラリーの魅力" title="東京ステーションギャラリーの魅力" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54590">東京ステーションギャラリーの魅力</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54590">★<a href=https://www.ejrcf.or.jp/gallery/index.asp>東京ステーションギャラリー</a>

昨日2/15、佐伯祐三展を見に行ってきました。佐伯祐三の絵画に魅了されつつ、従来であれば単なる駅舎であった東京駅が110年の時を超えてハレのアーティスティックな空間へと昇華していることにも感銘を受けました。

ドーム状の駅舎の外観から伝わる美しさばかりではなく、内観の質の高さによってその美しさ、歴史の重みがより一層実感できるものとなっています。110年の時間経過が当時でなければなしえなかったデザインと施工の質の高さを引き立てたとも言えます。ここを美術館にリノベートしようという建築活用のデザインが貴い。窓枠に象嵌された丸の内の都市景観の美しいこと。人々が点描されているかのよう。まるでブリューゲル！　当時のレンガのむき出し感も</a></td><td class="date">2023-02-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54537">27</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/374/054537.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「善光寺の絵馬」善光寺の昔と今の絵馬の違いを調べる。

写真を見ると、昔の絵馬では絵を描くことが主流ということが分かる。どの絵馬でも、神様をモチーフとした絵になっていることから、お寺で自分の願いを叶えたい、そのために神様にお願いしようというスタンスは変わっていないと言えるだろう。
現在の絵馬と言えば、願い事を文字に起こして書くスタンスである。絵を描くことに自信がない人にとっては文字で書く方が気が楽である。また、願い事を文字に起こした方が自分で目的が視覚的に見えて明確になり、願い事が叶いやすくなるのではないかと思った。

信州地域史料アーカイブ
https://adeac.jp/shinshu-chiiki/viewer/mh088100/081/"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/374/thumbnails/054537.png" alt="善光寺の絵馬" title="善光寺の絵馬" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54537">善光寺の絵馬</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54537">善光寺の昔と今の絵馬の違いを調べる。

写真を見ると、昔の絵馬では絵を描くことが主流ということが分かる。どの絵馬でも、神様をモチーフとした絵になっていることから、お寺で自分の願いを叶えたい、そのために神様にお願いしようというスタンスは変わっていないと言えるだろう。
現在の絵馬と言えば、願い事を文字に起こして書くスタンスである。絵を描くことに自信がない人にとっては文字で書く方が気が楽である。また、願い事を文字に起こした方が自分で目的が視覚的に見えて明確になり、願い事が叶いやすくなるのではないかと思った。

信州地域史料アーカイブ
https://adeac.jp/shinshu-chiiki/viewer/mh088100/081/</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54534">28</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/625/054534.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小諸の絵」1940年から1945年の間に描かれた小諸の家である、文書資料ではないがこの絵からも当時の暮らしを感じることが出来る。例えば屋根は瓦の物から藁の部分まであり、一階は瓦になっているため人が一階で暮らし、二階の藁の屋根では蚕を飼っていたことが推察される。また農業の道具もたくさん見受けれることから小諸市は昔から養蚕業と農業が盛んだったことが予測できる。
https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/art_museum/04J1000000039"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="小諸の絵" title="小諸の絵" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54534">小諸の絵</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54534">1940年から1945年の間に描かれた小諸の家である、文書資料ではないがこの絵からも当時の暮らしを感じることが出来る。例えば屋根は瓦の物から藁の部分まであり、一階は瓦になっているため人が一階で暮らし、二階の藁の屋根では蚕を飼っていたことが推察される。また農業の道具もたくさん見受けれることから小諸市は昔から養蚕業と農業が盛んだったことが予測できる。
https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/art_museum/04J1000000039</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54498">29</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/382/054498.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「昔の地図を使った冒険」今の自分の住んでいるアパートや通っているバイト先が昔はどんな姿だったのかと考えたことはあるだろうか？

そういったものをこのような絵図と見比べてみても面白いのではないだろうか？

自分のアパートは昔どういう役割を持っている建物だったのか？1つ前は八百屋だったのか？その前はだれの、どのような家だったのか？
そのようなことを考えながら、友達の家を巡ってみるのも、この春休みの良い暇つぶしになるのではないだろうか。


引用画像
信州デジタルコモンズ
上田城下町絵図
https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/museum_history/03MP1400060001"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/382/thumbnails/054498.png" alt="昔の地図を使った冒険" title="昔の地図を使った冒険" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54498">昔の地図を使った冒険</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54498">今の自分の住んでいるアパートや通っているバイト先が昔はどんな姿だったのかと考えたことはあるだろうか？

そういったものをこのような絵図と見比べてみても面白いのではないだろうか？

自分のアパートは昔どういう役割を持っている建物だったのか？1つ前は八百屋だったのか？その前はだれの、どのような家だったのか？
そのようなことを考えながら、友達の家を巡ってみるのも、この春休みの良い暇つぶしになるのではないだろうか。


引用画像
信州デジタルコモンズ
上田城下町絵図
https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/museum_history/03MP1400060001</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54404">30</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/459/054404.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「臼井峠より浅間を見る図〔信州の浮世絵〕」江戸後期の浮世絵師、歌川国芳による風景画。「一勇斎国芳画」とある。

国芳は葛飾北斎、歌川広重らと同時代を生き、豪快な武者絵などで人気を博した。西洋の遠近法や陰影法を取り入れた風景画を描いており、この絵でもそれら技法を駆使して信濃国と上野国の境に位置する臼井峠（碓氷峠）から、浅間山を遠望する雄大な景色を描いている。峠には旅姿の人々や、背に荷を積んだ馬が引かれているのが見える。碓氷峠は当時、中山道においても関東と信濃国や北陸とを結ぶ要所であり、峠の江戸側には関所が置かれて厳しく取り締まられた。また古くから難所として知られ、皇女和宮が徳川家茂に嫁ぐために中山道を通ることが決まると、一部大工事が行われて「和宮道」と呼ばれる多少平易なルートが開拓された。

URL：https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommo"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/459/thumbnails/054404.png" alt="臼井峠より浅間を見る図〔信州の浮世絵〕" title="臼井峠より浅間を見る図〔信州の浮世絵〕" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54404">臼井峠より浅間を見る図〔信州の浮世絵〕</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54404">江戸後期の浮世絵師、歌川国芳による風景画。「一勇斎国芳画」とある。

国芳は葛飾北斎、歌川広重らと同時代を生き、豪快な武者絵などで人気を博した。西洋の遠近法や陰影法を取り入れた風景画を描いており、この絵でもそれら技法を駆使して信濃国と上野国の境に位置する臼井峠（碓氷峠）から、浅間山を遠望する雄大な景色を描いている。峠には旅姿の人々や、背に荷を積んだ馬が引かれているのが見える。碓氷峠は当時、中山道においても関東と信濃国や北陸とを結ぶ要所であり、峠の江戸側には関所が置かれて厳しく取り締まられた。また古くから難所として知られ、皇女和宮が徳川家茂に嫁ぐために中山道を通ることが決まると、一部大工事が行われて「和宮道」と呼ばれる多少平易なルートが開拓された。

URL：https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommo</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54403">31</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/459/054403.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「桔梗ヶ原〔信州の浮世絵〕」江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政6年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。「桔梗の原」は天文年間（1532～55）に武田信玄と小笠原長時が相対した合戦場で、左にある「勘助子そだての松」は、合戦の最中に山本勘助が乳児を救い、その根元に置いて戦の後に戻ったところ、松の葉から落ちる雫を母親の乳房から出る乳のように口に含んでいたという伝説がある。その後、中山道の一里塚が築かれた。江戸日本橋の基点から59番目、江戸へ55里、京へ85里の道標で、塩尻市宗賀平出には、道を挟んだもう一方の塚が松の木とともに残されており、現存する数少ない一対"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/459/thumbnails/054403.png" alt="桔梗ヶ原〔信州の浮世絵〕" title="桔梗ヶ原〔信州の浮世絵〕" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54403">桔梗ヶ原〔信州の浮世絵〕</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54403">江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政6年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。「桔梗の原」は天文年間（1532～55）に武田信玄と小笠原長時が相対した合戦場で、左にある「勘助子そだての松」は、合戦の最中に山本勘助が乳児を救い、その根元に置いて戦の後に戻ったところ、松の葉から落ちる雫を母親の乳房から出る乳のように口に含んでいたという伝説がある。その後、中山道の一里塚が築かれた。江戸日本橋の基点から59番目、江戸へ55里、京へ85里の道標で、塩尻市宗賀平出には、道を挟んだもう一方の塚が松の木とともに残されており、現存する数少ない一対</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54401">32</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/459/054401.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「木曽の雪〔信州の浮世絵〕」江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政6年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。

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

図は、雪に覆われた木曽谷を描いたもの。切り立った斜面の細道を、蓑笠を着け荷を掲げて行く姿がある。当時の木曽路は、中山道の中でも峠道が多く、難所続きだった。川沿いの切り立った断崖に、棚のように張り出して造った道「木曽の桟（かけはし）」も難所の一つとして知られた。丸木の柱に、横に板を並べた簡易な造りだったが正保4年（1647）に通行人の松明の火が落ちて焼失。後に石垣を築いて再建され、現在は国道の下に石垣の一部が保存されている。松尾芭蕉が「更級紀</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54399">33</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/459/054399.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戸隠山九頭龍大権現〔信州の浮世絵〕」江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政6年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。徳川家の手厚い保護を受け、戸隠山顕光寺として信仰を集めた神仏混合の時代を描く。九頭龍大権現（現在の九頭龍社）の右に奥院（奥社）、江戸末期の狩野派絵師河鍋暁斎作の「龍の天井絵」がある中院（中社）、右下の石階段の先が宝光院（宝光社）とみられる。参道には杉木立の合間に院坊が立ち並び、参拝者や商人らが行き交う門前町として栄えた当時の様子を描いている。九頭龍社は古くから地主神として祀られてきた。
水の神、雨乞いの神、虫歯の神、縁結びの神として信仰を"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/459/thumbnails/054399.png" alt="戸隠山九頭龍大権現〔信州の浮世絵〕" title="戸隠山九頭龍大権現〔信州の浮世絵〕" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54399">戸隠山九頭龍大権現〔信州の浮世絵〕</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54399">江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政6年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。徳川家の手厚い保護を受け、戸隠山顕光寺として信仰を集めた神仏混合の時代を描く。九頭龍大権現（現在の九頭龍社）の右に奥院（奥社）、江戸末期の狩野派絵師河鍋暁斎作の「龍の天井絵」がある中院（中社）、右下の石階段の先が宝光院（宝光社）とみられる。参道には杉木立の合間に院坊が立ち並び、参拝者や商人らが行き交う門前町として栄えた当時の様子を描いている。九頭龍社は古くから地主神として祀られてきた。
水の神、雨乞いの神、虫歯の神、縁結びの神として信仰を</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54397">34</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/459/054397.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「善光寺道久須里山〔信州の浮世絵〕」江戸時代の浮世絵師、二代歌川広重による錦絵の揃物「諸国名所百景」の一つ。
初代広重の門人で、師の亡き後その画風を継承した二代広重が、安政６年（1859）から文久元年（1861）にかけて制作した。版元は、初代広重晩年の作「名所江戸百景」を出版した魚屋栄吉。「久須里山」は善光寺の北、長野市浅川にある薬山。この中腹の断崖絶壁に大同２年（807）に懸崖造りの薬師堂が創建された。絶壁から迫り出した部分は支える柱もなく、ぶらぶらと揺れることから「ぶらん堂」と呼ばれ、現在の呼称「ブランド薬師」となったとされる。弘化4年（1847）の善光寺地震で崩落したが、文久元年（1861）に再建された。

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

URL：https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/museum_history/03CP1443040000
施設名：長野県立歴史館
参考資料先：信州デジタルコモンズ</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54388">35</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/654/054388.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「恩田緑蔭(おくだりょくいん)」文政２年松代生まれ。本名はゆり。桜雲亭緑蔭、桂月由里などとも称した。松代藩絵師の山田島寅や青木雪卿に師事、葛飾北斎や与謝蕪村にも私淑して作品を模写している。花鳥図や松代の風景、藩にゆかりのある人々の肖像を描いた。平成１７年、長野市の水野美術館で「恩田緑蔭展～知られざる信州の元祖女流画家～」が開催された。明治７年、５５歳で死去した。

※図は「写生集壱」

https://yuagariart.com/uag/nagano09/"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="恩田緑蔭(おくだりょくいん)" title="恩田緑蔭(おくだりょくいん)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54388">恩田緑蔭(おくだりょくいん)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54388">文政２年松代生まれ。本名はゆり。桜雲亭緑蔭、桂月由里などとも称した。松代藩絵師の山田島寅や青木雪卿に師事、葛飾北斎や与謝蕪村にも私淑して作品を模写している。花鳥図や松代の風景、藩にゆかりのある人々の肖像を描いた。平成１７年、長野市の水野美術館で「恩田緑蔭展～知られざる信州の元祖女流画家～」が開催された。明治７年、５５歳で死去した。

※図は「写生集壱」

https://yuagariart.com/uag/nagano09/</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54355">36</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/654/054355.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「青木雪卿(あおきせっけい)」現在の長野市松代町岩野に生まれる。通称八重八、号を雪卿とした。川中島の更級雄斎 に絵を学んだとされる。松代城の障壁画を描き、多くの肖像画を描いたと伝えられる。 弘化 4 年(1847)に起こった善光寺地震後の被災地を、8代藩主真田幸貫の巡行どお りに描いた『感応公丁未震災後封内巡視図』は、被災地を写実的に描いた彼の代表作であり、災害史の重要な記録である。パノラマ写真のような眺望図や、実景を尊重する極めて 写実的な表現は、写真の影響を想像させるような、新しい表現が見られる。

https://nagano-citypromotion.com/learning/person.html

https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/yobou_jihou/pdf/ybja_ez/ybja-ez-174.pdf

※図は『感応公丁未震災後封内巡視図』の一部である。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="青木雪卿(あおきせっけい)" title="青木雪卿(あおきせっけい)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54355">青木雪卿(あおきせっけい)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54355">現在の長野市松代町岩野に生まれる。通称八重八、号を雪卿とした。川中島の更級雄斎 に絵を学んだとされる。松代城の障壁画を描き、多くの肖像画を描いたと伝えられる。 弘化 4 年(1847)に起こった善光寺地震後の被災地を、8代藩主真田幸貫の巡行どお りに描いた『感応公丁未震災後封内巡視図』は、被災地を写実的に描いた彼の代表作であり、災害史の重要な記録である。パノラマ写真のような眺望図や、実景を尊重する極めて 写実的な表現は、写真の影響を想像させるような、新しい表現が見られる。

https://nagano-citypromotion.com/learning/person.html

https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/yobou_jihou/pdf/ybja_ez/ybja-ez-174.pdf

※図は『感応公丁未震災後封内巡視図』の一部である。</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54349">37</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/654/054349.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「笹沢檪亭 (ささざわれきてい)」檪亭は、安政２年（１８５５）、小県郡坂井村（現上田市塩川）に生まれ、本名を清十といい、幼い頃より画才に富み、花鳥画を描いては村人を感嘆させたといいます。早くに父を亡くし苦労して育ちますが、母の理解もあって、明治６年（１８７３）、１８歳の折に島田桃渓とうけいに師事して絵の指導を受けたのを手始めに、明治１８年（１８８５）、２９歳の時には、水戸の木下華圃かほに師事。この頃から専業画家としての道を歩むことを真剣に考え始めたものと思われます。
　明治１９年（１８６６）、３１歳の折には終生の師となる児玉果亭に入門を許され、果亭より檪亭の雅号を受けました。この檪亭が入門した明治１９年は、第２回内国絵画共進会に出品した果亭の即品が天覧に供され、出品２点のうち１点が宮内省買上げ、１点が銀杯(こ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="笹沢檪亭 (ささざわれきてい)" title="笹沢檪亭 (ささざわれきてい)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54349">笹沢檪亭 (ささざわれきてい)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54349">檪亭は、安政２年（１８５５）、小県郡坂井村（現上田市塩川）に生まれ、本名を清十といい、幼い頃より画才に富み、花鳥画を描いては村人を感嘆させたといいます。早くに父を亡くし苦労して育ちますが、母の理解もあって、明治６年（１８７３）、１８歳の折に島田桃渓とうけいに師事して絵の指導を受けたのを手始めに、明治１８年（１８８５）、２９歳の時には、水戸の木下華圃かほに師事。この頃から専業画家としての道を歩むことを真剣に考え始めたものと思われます。
　明治１９年（１８６６）、３１歳の折には終生の師となる児玉果亭に入門を許され、果亭より檪亭の雅号を受けました。この檪亭が入門した明治１９年は、第２回内国絵画共進会に出品した果亭の即品が天覧に供され、出品２点のうち１点が宮内省買上げ、１点が銀杯(こ</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54348">38</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/654/054348.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「林倭衛 (はやししずえ)」父は、倭衛が小学校在学中に製糸工場経営に失敗し、明治４０年の春、倭衛と弟を実家の小林家にに預けたまま夜逃げ同様に東京へと出てしまいました。実家は上田駅に近い北天神町通りで蚕種用の和紙などを商っていましたが、倭衛は友人たちから離れ孤独にさいなまれましたが、同じ頃に同じ北天神町に移り住んだ馬場衛まさるが、生涯の友となりました。約１年の後にようやく父母の下に引き取られはしたものの、何かにつけて旧士族出身にこだわって失敗を繰り返す父に対して、倭衛は激しく不信を覚え続け、やがて少年の孤独感は次第に不屈な自立心へと成長していくのでした。
　明治４３年には印刷会社の給仕となり月給を得るようになると、近くの水彩画研究所の夜間部に入り、明るく旺盛な好奇心のままに、生涯にわたる美術関係の友人を"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="林倭衛 (はやししずえ)" title="林倭衛 (はやししずえ)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54348">林倭衛 (はやししずえ)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54348">父は、倭衛が小学校在学中に製糸工場経営に失敗し、明治４０年の春、倭衛と弟を実家の小林家にに預けたまま夜逃げ同様に東京へと出てしまいました。実家は上田駅に近い北天神町通りで蚕種用の和紙などを商っていましたが、倭衛は友人たちから離れ孤独にさいなまれましたが、同じ頃に同じ北天神町に移り住んだ馬場衛まさるが、生涯の友となりました。約１年の後にようやく父母の下に引き取られはしたものの、何かにつけて旧士族出身にこだわって失敗を繰り返す父に対して、倭衛は激しく不信を覚え続け、やがて少年の孤独感は次第に不屈な自立心へと成長していくのでした。
　明治４３年には印刷会社の給仕となり月給を得るようになると、近くの水彩画研究所の夜間部に入り、明るく旺盛な好奇心のままに、生涯にわたる美術関係の友人を</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54344">39</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/662/054344.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田城下町絵図」"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="上田城下町絵図" title="上田城下町絵図" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54344">上田城下町絵図</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54344"></a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54342">40</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/662/054342.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「錦絵真田幸村巡見図」大坂の陣で大久保彦左衛門とともに身を隠す徳川家康(左下）と、それを捜す幸村を描いている。明治期の錦絵。作者は月岡芳年。芳年は明治に入って近代的な感覚を盛り込んだ歴史画に本領を発揮した人で、特に欧米で評価が高い。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="錦絵真田幸村巡見図" title="錦絵真田幸村巡見図" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54342">錦絵真田幸村巡見図</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54342">大坂の陣で大久保彦左衛門とともに身を隠す徳川家康(左下）と、それを捜す幸村を描いている。明治期の錦絵。作者は月岡芳年。芳年は明治に入って近代的な感覚を盛り込んだ歴史画に本領を発揮した人で、特に欧米で評価が高い。</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54341">41</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/662/054341.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「芝居絵」"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="芝居絵" title="芝居絵" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54341">芝居絵</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54341"></a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54340">42</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/662/054340.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「錦絵真田幸村勇戦之図」慶長20年(1615)5月の大坂夏の陣における真田幸村の有名な奮戦ぶりを描いている。中央馬上が幸村、右にやはり馬上のその長男大助。幕末期の錦絵。 作者は歌川芳虎。芳虎は号を孟斎または一孟斎という。天保年間(1830年代)より明治にかけて活躍した浮世絵師で、武者絵を得意とした。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="錦絵真田幸村勇戦之図" title="錦絵真田幸村勇戦之図" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54340">錦絵真田幸村勇戦之図</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54340">慶長20年(1615)5月の大坂夏の陣における真田幸村の有名な奮戦ぶりを描いている。中央馬上が幸村、右にやはり馬上のその長男大助。幕末期の錦絵。 作者は歌川芳虎。芳虎は号を孟斎または一孟斎という。天保年間(1830年代)より明治にかけて活躍した浮世絵師で、武者絵を得意とした。</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54291">43</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/423/054291.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「秋和にも猫瓦」先日、秋和の街歩きをしてきました。
街歩きの目的は猫瓦探索でした。街歩きの結果、合計7つの猫瓦を発見することができました。この結果から秋和でも養蚕が盛んであったことが分かりました。
発見した猫瓦の文様、絵柄についてはまた紹介していきたいと思います。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/423/thumbnails/054291.jpg" alt="秋和にも猫瓦" title="秋和にも猫瓦" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54291">秋和にも猫瓦</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54291">先日、秋和の街歩きをしてきました。
街歩きの目的は猫瓦探索でした。街歩きの結果、合計7つの猫瓦を発見することができました。この結果から秋和でも養蚕が盛んであったことが分かりました。
発見した猫瓦の文様、絵柄についてはまた紹介していきたいと思います。</a></td><td class="date">2023-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54286">44</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/423/054286.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「猫瓦」12月6日に上塩尻の街歩きをしてきました。
街歩きの目的は猫瓦探索でした。
北国街道沿いには猫瓦がよくありますが、上塩尻には他にも猫瓦があることがわかりました。
特に印象的だった猫瓦は鶴が掘られたものです。
猫瓦に掘られている絵には意味があります。
鶴は初めての発見だったのでどのような意味があるのか気になりました。
猫瓦に興味のある人は上塩尻を歩いてみてください。面白い瓦を見られるかもしてません！"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/423/thumbnails/054286.jpg" alt="猫瓦" title="猫瓦" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54286">猫瓦</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54286">12月6日に上塩尻の街歩きをしてきました。
街歩きの目的は猫瓦探索でした。
北国街道沿いには猫瓦がよくありますが、上塩尻には他にも猫瓦があることがわかりました。
特に印象的だった猫瓦は鶴が掘られたものです。
猫瓦に掘られている絵には意味があります。
鶴は初めての発見だったのでどのような意味があるのか気になりました。
猫瓦に興味のある人は上塩尻を歩いてみてください。面白い瓦を見られるかもしてません！</a></td><td class="date">2023-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54285">45</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/423/054285.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「これなんだろう?」皆さんはこんな瓦を見たことがありますか？
これは猫瓦といいます。

猫瓦とは、養蚕をする上で蚕がネズミに食べられてしまうことがあり、そのネズミ除けの願いを込められた瓦のこと。そのためネズミの天敵である猫がモチーフになっている。

上田市上塩尻では蚕種製造が盛んであったり、養蚕をする家が多くあった地域であるため、今でも越屋根といった養蚕特有のものが残っている。もちろん猫瓦が残る家も多くある。猫瓦はただ猫の形をしているだけではなく、文字や絵が掘られている。これらには様々な思いが込められているそうだ。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/423/thumbnails/054285.jpg" alt="これなんだろう?" title="これなんだろう?" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54285">これなんだろう?</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54285">皆さんはこんな瓦を見たことがありますか？
これは猫瓦といいます。

猫瓦とは、養蚕をする上で蚕がネズミに食べられてしまうことがあり、そのネズミ除けの願いを込められた瓦のこと。そのためネズミの天敵である猫がモチーフになっている。

上田市上塩尻では蚕種製造が盛んであったり、養蚕をする家が多くあった地域であるため、今でも越屋根といった養蚕特有のものが残っている。もちろん猫瓦が残る家も多くある。猫瓦はただ猫の形をしているだけではなく、文字や絵が掘られている。これらには様々な思いが込められているそうだ。</a></td><td class="date">2023-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54129">46</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/550/054129.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「農民美術運動を促進した人物」版画家・山本鼎は、明治１５年愛知県岡崎市で生まれましたが、父親が小県郡神川村大屋(現在の上田市大屋)に大屋医院を開業したため、鼎は上田との由縁がありました。
鼎は版画家としてだけでなく、画家としてもその名を残しました。明治３５年、２０歳で東京美術学校へ入学し、「湖畔」で有名な黒田清輝に油絵を学びました。大正元年にはフランスに渡り、その間に描いた作品はどれも好評を博しました。
帰国後、児童画とその指導方法の改革を目指した運動を起こします。鼎は絵を描く技術、方法が重要ではなく、自分の目で見て、感じたとったものを描くことが、児童の発達に大切などだと説きました。その後大正8年4月には神川小学校で第一回児童自由画展覧会を開催し、自由画教育は全国各地に広がりました。
一方、大正8年11月には神川村"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="農民美術運動を促進した人物" title="農民美術運動を促進した人物" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54129">農民美術運動を促進した人物</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54129">版画家・山本鼎は、明治１５年愛知県岡崎市で生まれましたが、父親が小県郡神川村大屋(現在の上田市大屋)に大屋医院を開業したため、鼎は上田との由縁がありました。
鼎は版画家としてだけでなく、画家としてもその名を残しました。明治３５年、２０歳で東京美術学校へ入学し、「湖畔」で有名な黒田清輝に油絵を学びました。大正元年にはフランスに渡り、その間に描いた作品はどれも好評を博しました。
帰国後、児童画とその指導方法の改革を目指した運動を起こします。鼎は絵を描く技術、方法が重要ではなく、自分の目で見て、感じたとったものを描くことが、児童の発達に大切などだと説きました。その後大正8年4月には神川小学校で第一回児童自由画展覧会を開催し、自由画教育は全国各地に広がりました。
一方、大正8年11月には神川村</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54113">47</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/594/054113.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「無言館」日中戦争、太平洋戦争で亡くなった役130名の画学生の作品が展示してあります。画学生の魂が込められた作品は作者を思うと大変心が痛みましたが、同時に目が離せませんでした。第２展示館入口にある絵筆のベンチ(3枚目の写真)は最初見たとき、なんなのか分かりませんでしたが、彼らの筆なのだろうかと思うとなんとも言えない気持ちに襲われました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="無言館" title="無言館" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54113">無言館</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54113">日中戦争、太平洋戦争で亡くなった役130名の画学生の作品が展示してあります。画学生の魂が込められた作品は作者を思うと大変心が痛みましたが、同時に目が離せませんでした。第２展示館入口にある絵筆のベンチ(3枚目の写真)は最初見たとき、なんなのか分かりませんでしたが、彼らの筆なのだろうかと思うとなんとも言えない気持ちに襲われました。</a></td><td class="date">2022-12-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54112">48</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/553/054112.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市立博物館」上田市立博物館に行き真田幸村（信繋）について学んできました。
真田家は織田、武田、豊臣家など仕える先を転々としており、豊臣家に仕えた時期が一番長かったそうです。

徳川家と豊臣家の関係が悪化してきた頃、幸村は豊臣家に誘われ、大阪城入りをします。
そこで真田丸という砦を城南に作ります。
その後に勃発した大阪冬の陣で徳川を破り、幸村は武名をあげました。
しかし、その後に起こった大坂夏の陣で徳川、真田両軍とも力尽き、幸村は命を落としました。


幸村がどんなことを行った人なのかよく理解していなかったので知ることができてよかった。
このほかにも上田の歴史を様々な面から見ることができて勉強になった。

また、十勇士の中で穴山小助、海野六郎などは実際に絵があったため
存在する人物であったと考え"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田市立博物館" title="上田市立博物館" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54112">上田市立博物館</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54112">上田市立博物館に行き真田幸村（信繋）について学んできました。
真田家は織田、武田、豊臣家など仕える先を転々としており、豊臣家に仕えた時期が一番長かったそうです。

徳川家と豊臣家の関係が悪化してきた頃、幸村は豊臣家に誘われ、大阪城入りをします。
そこで真田丸という砦を城南に作ります。
その後に勃発した大阪冬の陣で徳川を破り、幸村は武名をあげました。
しかし、その後に起こった大坂夏の陣で徳川、真田両軍とも力尽き、幸村は命を落としました。


幸村がどんなことを行った人なのかよく理解していなかったので知ることができてよかった。
このほかにも上田の歴史を様々な面から見ることができて勉強になった。

また、十勇士の中で穴山小助、海野六郎などは実際に絵があったため
存在する人物であったと考え</a></td><td class="date">2023-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54096">49</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/548/054096.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所温泉駅の様子」別所線の最終地点である別所温泉駅の様々な写真です。
　降りた際にすぐ見える改札前の別所線の写真は、切符を買った際にもらえるクリアファイルと同じ構図になっていて趣を感じる事が出来ます。
外側からでも別所温泉駅であると分かるように駅名が掲げられていてわかりやすくなっています。

また、改札の手前には看板が立っており、一緒に写真を撮る事が出来るようになっていて、別所線の近くに何があるのかなども絵を交えて書かれています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所温泉駅の様子" title="別所温泉駅の様子" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54096">別所温泉駅の様子</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54096">別所線の最終地点である別所温泉駅の様々な写真です。
　降りた際にすぐ見える改札前の別所線の写真は、切符を買った際にもらえるクリアファイルと同じ構図になっていて趣を感じる事が出来ます。
外側からでも別所温泉駅であると分かるように駅名が掲げられていてわかりやすくなっています。

また、改札の手前には看板が立っており、一緒に写真を撮る事が出来るようになっていて、別所線の近くに何があるのかなども絵を交えて書かれています。</a></td><td class="date">2023-01-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54052">50</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/622/054052.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山崩れが引き起こす洪水」これは、山崩れが起きたことで川が塞き止められ洪水を引き起こし、村などを飲み込んだ時の絵です。おおよその死者は２７０人にものぼると記録にあります。

信濃国大地震犀川出水絵図（信州デジタルコモンズ）
https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/library/02MP0104172564"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="山崩れが引き起こす洪水" title="山崩れが引き起こす洪水" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54052">山崩れが引き起こす洪水</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54052">これは、山崩れが起きたことで川が塞き止められ洪水を引き起こし、村などを飲み込んだ時の絵です。おおよその死者は２７０人にものぼると記録にあります。

信濃国大地震犀川出水絵図（信州デジタルコモンズ）
https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/library/02MP0104172564</a></td><td class="date">2023-01-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42652">51</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「1/12日　調査まとめ」上田と「山本鼎」
自由画運動
山本鼎（やまもと　かなえ）は愛知県岡崎市出身の画家であると共に、上田を拠点に「自由画運動」「農民美術運動」の先駆けとなった人物である。愛知県出身の山本であるが、父親が小県郡神川村大屋（現在の上田市大屋）に病院を開業したことをきっかけに上田と縁を持つこととなる。1912年にフランスに5年間の留学へ向かった山本は、日本に帰国後、児童画の改革を目指した運動を起こした。山本の言葉に「自分が直接感じたものが尊い」というものがあるが、当時の児童画の指導方法は「お手本の模写」が主流であった。山本はこれに対し、絵の技術や方法が重要なのではなく、自分の目で見た物、感じた物を描くことが児童の発達にとって大切であると説き、1919年に神川小学校で第一回児童自由画展覧会が開催され、"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="1/12日　調査まとめ" title="1/12日　調査まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42652">1/12日　調査まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42652">上田と「山本鼎」
自由画運動
山本鼎（やまもと　かなえ）は愛知県岡崎市出身の画家であると共に、上田を拠点に「自由画運動」「農民美術運動」の先駆けとなった人物である。愛知県出身の山本であるが、父親が小県郡神川村大屋（現在の上田市大屋）に病院を開業したことをきっかけに上田と縁を持つこととなる。1912年にフランスに5年間の留学へ向かった山本は、日本に帰国後、児童画の改革を目指した運動を起こした。山本の言葉に「自分が直接感じたものが尊い」というものがあるが、当時の児童画の指導方法は「お手本の模写」が主流であった。山本はこれに対し、絵の技術や方法が重要なのではなく、自分の目で見た物、感じた物を描くことが児童の発達にとって大切であると説き、1919年に神川小学校で第一回児童自由画展覧会が開催され、</a></td><td class="date">2023-01-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42633">52</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/652/042633.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「根岸流相撲字」相撲文字はもともと、江戸時代の公用書体「御家流」が使われていたが、明治になって根岸流が使われるようになった。

『「〔相撲番附〕」』(東京都立中央図書館 所蔵) 「ARC浮世絵ポータルデータベース 収録」
(https://cultural.jp/item/arc_nishikie-587_K008)"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="根岸流相撲字" title="根岸流相撲字" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42633">根岸流相撲字</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42633">相撲文字はもともと、江戸時代の公用書体「御家流」が使われていたが、明治になって根岸流が使われるようになった。

『「〔相撲番附〕」』(東京都立中央図書館 所蔵) 「ARC浮世絵ポータルデータベース 収録」
(https://cultural.jp/item/arc_nishikie-587_K008)</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42627">53</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/652/042627.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「手塚治虫・作品タイトルロゴ②」『手塚治虫表紙絵集』手塚治虫・著／森 晴路(手塚プロダクション資料室室長) ・監修／玄光社 (2016）より引用。
縦線・横線の極端なウェイト、横線が波打つ、重心が高いなど、「藤本蚕業報告書書体」に類似した特徴が見られる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="手塚治虫・作品タイトルロゴ②" title="手塚治虫・作品タイトルロゴ②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42627">手塚治虫・作品タイトルロゴ②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42627">『手塚治虫表紙絵集』手塚治虫・著／森 晴路(手塚プロダクション資料室室長) ・監修／玄光社 (2016）より引用。
縦線・横線の極端なウェイト、横線が波打つ、重心が高いなど、「藤本蚕業報告書書体」に類似した特徴が見られる。</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42455">54</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/348/042455.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小説「前編」」連続小説の前編が描かれている。戦前の時報では、様々な情報を発信する手段として時報が利用されていた印象であるが、戦後では情報に加え絵や写真を用いた記事がたくさんあり、その当時の人々はこのような事を感じていないと思いますが、現代を生きる私が読んだ感想としては戦後の平穏な生活に一歩近づいているようなそんな雰囲気を読んでいて感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/348/thumbnails/042455.png" alt="小説「前編」" title="小説「前編」" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42455">小説「前編」</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42455">連続小説の前編が描かれている。戦前の時報では、様々な情報を発信する手段として時報が利用されていた印象であるが、戦後では情報に加え絵や写真を用いた記事がたくさんあり、その当時の人々はこのような事を感じていないと思いますが、現代を生きる私が読んだ感想としては戦後の平穏な生活に一歩近づいているようなそんな雰囲気を読んでいて感じました。</a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11718">55</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/558/011718.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「真田神社」上田城跡公園にある真田神社。風が吹き、絵馬がお互いにぶつかり合ってカラカラと音を立てていました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="真田神社" title="真田神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11718">真田神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11718">上田城跡公園にある真田神社。風が吹き、絵馬がお互いにぶつかり合ってカラカラと音を立てていました。</a></td><td class="date">2022-12-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11606">56</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/511/011606.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「月窓寺」月窓寺は海野一族の真田幸隆公の弟、隆永公の開基です。
山門は竜宮門(鐘楼門)で天井には龍の鏝絵が描かれています。
境内には上田市出身の様式兵学者で知られる「赤松小三郎」の遺髪の墓があります。

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

写真にもあるように、千羽鶴がたくさんあってびっくりしました。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11557">57</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/586/011557.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「傷ついた画布のドーム」　無言館の第二展示館である「傷ついた画布のドーム」「オリーブの読書館」を訪れた。
　ドーム型の天井には画学生のデッサンや下絵が380点余り貼られている。入り口前にある庭には沖縄の磨文仁の丘の石が敷き詰められており、作品が展示されている没画学生も戦時中に踏みしめていたのかもしれないと思うと心を締め付けられた。
　オリーブの読書館には多くの美術関連書籍が壁一面に並んでいて、日差しが差しむ静かな館内で読書を楽しめる。他にも無言館館長の窪島誠一郎さんの著書も閲覧できた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="傷ついた画布のドーム" title="傷ついた画布のドーム" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11557">傷ついた画布のドーム</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11557">　無言館の第二展示館である「傷ついた画布のドーム」「オリーブの読書館」を訪れた。
　ドーム型の天井には画学生のデッサンや下絵が380点余り貼られている。入り口前にある庭には沖縄の磨文仁の丘の石が敷き詰められており、作品が展示されている没画学生も戦時中に踏みしめていたのかもしれないと思うと心を締め付けられた。
　オリーブの読書館には多くの美術関連書籍が壁一面に並んでいて、日差しが差しむ静かな館内で読書を楽しめる。他にも無言館館長の窪島誠一郎さんの著書も閲覧できた。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11554">58</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/586/011554.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「無言館」　太平洋戦争などで戦死した画学生の遺作や遺品を展示する、戦没画学生慰霊美術館　無言館。
　今年の24時間テレビのスペシャルドラマの題材にも取り上げられていたため以前から興味があり、今回初めて訪れることができた。
　「自問坂」という大変急な坂道を上った先の、コンクリート造りで静けさに包まれた館内には、画学生が出兵前や戦地にいる間に描いた作品や家族に送った手紙、画材などが展示されている。遺族が語る画学生の人物像や彼らとの思い出とともに作品を眺めることで、彼らが必死に作品に込めた家族や故郷への愛、絵画・彫刻への情熱を受け取れた気がした。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="無言館" title="無言館" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11554">無言館</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11554">　太平洋戦争などで戦死した画学生の遺作や遺品を展示する、戦没画学生慰霊美術館　無言館。
　今年の24時間テレビのスペシャルドラマの題材にも取り上げられていたため以前から興味があり、今回初めて訪れることができた。
　「自問坂」という大変急な坂道を上った先の、コンクリート造りで静けさに包まれた館内には、画学生が出兵前や戦地にいる間に描いた作品や家族に送った手紙、画材などが展示されている。遺族が語る画学生の人物像や彼らとの思い出とともに作品を眺めることで、彼らが必死に作品に込めた家族や故郷への愛、絵画・彫刻への情熱を受け取れた気がした。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10441">59</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/552/010441.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「六工社の当時を見つめる」　長野県立歴史館の常設展示にて当時の蚕糸業について見て学んできました。※撮影OKと表示がありました。
　和田英が工女たちの指導をしていた六工製糸場は、官営富岡製糸場をモデルとし、一回に50人が作業できることから「フランス式50人繰り」と言われていました。
　当時の様子を描いた絵にも、大人数の工女が並んで作業している様子が描かれていました。
　また、人の小ささから工場は自分の想像しているよりも大きいことが容易に想像できました。それだけでも、この時代の蚕糸業の産業としての重要さや中心になっていたのだろうなと感じることができました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="六工社の当時を見つめる" title="六工社の当時を見つめる" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10441">六工社の当時を見つめる</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10441">　長野県立歴史館の常設展示にて当時の蚕糸業について見て学んできました。※撮影OKと表示がありました。
　和田英が工女たちの指導をしていた六工製糸場は、官営富岡製糸場をモデルとし、一回に50人が作業できることから「フランス式50人繰り」と言われていました。
　当時の様子を描いた絵にも、大人数の工女が並んで作業している様子が描かれていました。
　また、人の小ささから工場は自分の想像しているよりも大きいことが容易に想像できました。それだけでも、この時代の蚕糸業の産業としての重要さや中心になっていたのだろうなと感じることができました。</a></td><td class="date">2022-10-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10401">60</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/525/010401.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田城の中にあった神社」上田城の中にあった絵馬を飾った小道がありました。写真映えも十分するので、観光客にとっては一定数の需要があると感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田城の中にあった神社" title="上田城の中にあった神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10401">上田城の中にあった神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10401">上田城の中にあった絵馬を飾った小道がありました。写真映えも十分するので、観光客にとっては一定数の需要があると感じました。</a></td><td class="date">2022-10-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10393">61</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/523/010393.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「真田神社」受験の時以来に真田神社に訪れたのですが、絵馬で飾られた道や真田像など綺麗で、歴史好きにはたまらない場所だなと感じました。今後も大事な時にはお参りしたいと思いました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="真田神社" title="真田神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10393">真田神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10393">受験の時以来に真田神社に訪れたのですが、絵馬で飾られた道や真田像など綺麗で、歴史好きにはたまらない場所だなと感じました。今後も大事な時にはお参りしたいと思いました。</a></td><td class="date">2022-10-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10257">62</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/010257.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「菅平中「すずらん祭」2022参観」★菅平中学校第26回「すずらん祭」2022/10/21(金)
「すずらん祭」を参観してきました。何と保護者参加の学校祭です。しかも26回目という歴史を刻んでいます。今回の「すずらん祭」のスローガンは「現状打破」。生徒会のスローガンとのこと。何と頼もしいスローガンでしょう。今年からは小中学生合同の形に進化させたとのこと。中学生たち、やりますね。

授業参観よりもこの形態の方が保護者にとってもお子さんのアクティビティに直に触れてよいのではないでしょうか。小規模校だからできるグッドプラクティスと思います。望ましくは他の学校でもできるモデルとして見ていただければ。コロナ禍のことなどもあり祭の様子はYouTubeでもライブ配信。dxの実践をしていることも頼もしい（ただ配信の質には課題がありました）。

朝8:30から始まり、1"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/010257.jpg" alt="菅平中「すずらん祭」2022参観" title="菅平中「すずらん祭」2022参観" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10257">菅平中「すずらん祭」2022参観</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10257">★菅平中学校第26回「すずらん祭」2022/10/21(金)
「すずらん祭」を参観してきました。何と保護者参加の学校祭です。しかも26回目という歴史を刻んでいます。今回の「すずらん祭」のスローガンは「現状打破」。生徒会のスローガンとのこと。何と頼もしいスローガンでしょう。今年からは小中学生合同の形に進化させたとのこと。中学生たち、やりますね。

授業参観よりもこの形態の方が保護者にとってもお子さんのアクティビティに直に触れてよいのではないでしょうか。小規模校だからできるグッドプラクティスと思います。望ましくは他の学校でもできるモデルとして見ていただければ。コロナ禍のことなどもあり祭の様子はYouTubeでもライブ配信。dxの実践をしていることも頼もしい（ただ配信の質には課題がありました）。

朝8:30から始まり、1</a></td><td class="date">2022-10-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9994">63</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/513/009994.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「木のストラップ」コスモスを見に訪れた国営アルプス安曇野公園で木に絵を描いてストラップを作成しました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="木のストラップ" title="木のストラップ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9994">木のストラップ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9994">コスモスを見に訪れた国営アルプス安曇野公園で木に絵を描いてストラップを作成しました。</a></td><td class="date">2022-10-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9973">64</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/454/009973.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「岩松寺」2022/10/06

ずっと行きたかった岩松寺へ！！
岩松寺は1472年にできたお寺。（応仁の乱の5年後じゃん、と心の中で思う。）

ここは、葛飾北斎や小林一茶のゆかりの地で
本堂の天井には「八方睨み大鳳凰図」が描かれてある。北斎が89歳の時に描いたモノでそのままの形で残っている。どこからみても鳳凰ににらまれているように描かれていることからこのようにいわれている。

色鮮やかでどこか最近の絵のような雰囲気を感じさせてくれた。どこからみても見てるぞというメッセージは意図的なのか、誰か特定の人に向けてなのか、はたまた自分自身になのか想像するだけで楽しかった。

昔の人もこんな風に見上げて、
何か感じていたのだろうか。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/454/thumbnails/009973.jpg" alt="岩松寺" title="岩松寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9973">岩松寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9973">2022/10/06

ずっと行きたかった岩松寺へ！！
岩松寺は1472年にできたお寺。（応仁の乱の5年後じゃん、と心の中で思う。）

ここは、葛飾北斎や小林一茶のゆかりの地で
本堂の天井には「八方睨み大鳳凰図」が描かれてある。北斎が89歳の時に描いたモノでそのままの形で残っている。どこからみても鳳凰ににらまれているように描かれていることからこのようにいわれている。

色鮮やかでどこか最近の絵のような雰囲気を感じさせてくれた。どこからみても見てるぞというメッセージは意図的なのか、誰か特定の人に向けてなのか、はたまた自分自身になのか想像するだけで楽しかった。

昔の人もこんな風に見上げて、
何か感じていたのだろうか。</a></td><td class="date">2022-10-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9519">65</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/295/009519.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「create owarai サンドアート」私が参加した大洗町の地方創生プロジェクト「create owarai」において行ったサンドアートです。

大洗海水浴場サンビーチにおいて行いました。

サンビーチは年々砂浜の面積が拡大しており、駐車場からビーチへの距離や、広大な砂浜の利用が課題としてありました。

そこで広大な砂浜を利用したイベントとして開催したものがこのサンドアートです。

訪れた人々は写真を撮影したり、自分たちもと砂浜に絵をかいていました。

このイベントでは3グループが大洗町内の異なる場所でイベントを開催していたのですが、これは大洗町の観光客が分断されている状況を加味したイベントです。

そのため、サンドアートをSNSに投稿して頂き来客を増やすと共に、他の箇所のイベントに訪れて頂くことで地域内を循環してもらおうという狙がありました"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/295/thumbnails/009519.jpg" alt="create owarai サンドアート" title="create owarai サンドアート" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9519">create owarai サンドアート</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9519">私が参加した大洗町の地方創生プロジェクト「create owarai」において行ったサンドアートです。

大洗海水浴場サンビーチにおいて行いました。

サンビーチは年々砂浜の面積が拡大しており、駐車場からビーチへの距離や、広大な砂浜の利用が課題としてありました。

そこで広大な砂浜を利用したイベントとして開催したものがこのサンドアートです。

訪れた人々は写真を撮影したり、自分たちもと砂浜に絵をかいていました。

このイベントでは3グループが大洗町内の異なる場所でイベントを開催していたのですが、これは大洗町の観光客が分断されている状況を加味したイベントです。

そのため、サンドアートをSNSに投稿して頂き来客を増やすと共に、他の箇所のイベントに訪れて頂くことで地域内を循環してもらおうという狙がありました</a></td><td class="date">2022-07-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9409">66</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/48/009409.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「猫瓦調査の様子」6月20日(月)に上塩尻へ猫瓦の調査をしに行きました。今回は地元に住む山崎さんに解説していただきながら、旧北国街道周辺にある猫瓦を探索しました。写真はその時の様子になります。

調査してみて感じたこととして、猫瓦が存在していることは知っていましたが、たくさんの数と種類があったことにとても驚きました。そして、猫瓦に描かれた絵の種類が分かるものもあれば、遠くて見づらいものもありましたが、同じ猫瓦でもそれぞれ違った特徴があることが分かりました。

これから猫瓦についても研究し、学んでいきたいと思いました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/48/thumbnails/009409.jpg" alt="猫瓦調査の様子" title="猫瓦調査の様子" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9409">猫瓦調査の様子</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9409">6月20日(月)に上塩尻へ猫瓦の調査をしに行きました。今回は地元に住む山崎さんに解説していただきながら、旧北国街道周辺にある猫瓦を探索しました。写真はその時の様子になります。

調査してみて感じたこととして、猫瓦が存在していることは知っていましたが、たくさんの数と種類があったことにとても驚きました。そして、猫瓦に描かれた絵の種類が分かるものもあれば、遠くて見づらいものもありましたが、同じ猫瓦でもそれぞれ違った特徴があることが分かりました。

これから猫瓦についても研究し、学んでいきたいと思いました。</a></td><td class="date">2022-06-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9080">67</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/009080.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト2022/05/30」前川ゼミ・藤本蚕業チームの実質３日目は、地元の方々との情報交換がメイン。藤本蚕業が、あるいは蚕種製造が今とどうつながるのか、地域づくりに活かせるのかを緩く探りました。

その中で急浮上したインタレストの対象が「猫瓦」。各家々で解雇を育てていたこの地域ではそれぞれの屋敷の屋根に猫瓦を置いて、蚕の天敵であるネズミを追い払う信仰がありました。蚕種紙の袋には馬の絵が。蚕の卵にどうして馬なの？

多くの人が理解できない蚕種、それゆえに人々から忘れられてしまった蚕種。それと共に蚕種製造で栄えた塩尻地区も藤本も忘れられた存在となっています。知識循環型社会におけるインタレストの接点と地域づくり。一つの方向が早くも見えてきました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/009080.jpg" alt="前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト2022/05/30" title="前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト2022/05/30" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9080">前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト2022/05/30</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9080">前川ゼミ・藤本蚕業チームの実質３日目は、地元の方々との情報交換がメイン。藤本蚕業が、あるいは蚕種製造が今とどうつながるのか、地域づくりに活かせるのかを緩く探りました。

その中で急浮上したインタレストの対象が「猫瓦」。各家々で解雇を育てていたこの地域ではそれぞれの屋敷の屋根に猫瓦を置いて、蚕の天敵であるネズミを追い払う信仰がありました。蚕種紙の袋には馬の絵が。蚕の卵にどうして馬なの？

多くの人が理解できない蚕種、それゆえに人々から忘れられてしまった蚕種。それと共に蚕種製造で栄えた塩尻地区も藤本も忘れられた存在となっています。知識循環型社会におけるインタレストの接点と地域づくり。一つの方向が早くも見えてきました。</a></td><td class="date">2022-06-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9075">68</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/009075.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「所沢・ポケモンとプロペラ機のマンホール」今、全国的にマンホールのブームが起きています。マンホール蓋にはご当地の絵柄が描かれ、蓋によっては絵柄がカラーで描かれています。その地域のマンホール蓋に出会うことは地域を訪れる時のささやかな楽しみにすらなっています。

ここ所沢航空記念公園、所沢航空発祥記念館の前で出会ったマンホールはカラーの絵柄、それもポケモンのものです。空飛ぶカイリューがプロペラ機と並んで描かれています。子どもたちが多く訪れる記念公園、所沢航空発祥記念館にふさわしく楽しめるものになっていました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/009075.jpg" alt="所沢・ポケモンとプロペラ機のマンホール" title="所沢・ポケモンとプロペラ機のマンホール" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9075">所沢・ポケモンとプロペラ機のマンホール</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9075">今、全国的にマンホールのブームが起きています。マンホール蓋にはご当地の絵柄が描かれ、蓋によっては絵柄がカラーで描かれています。その地域のマンホール蓋に出会うことは地域を訪れる時のささやかな楽しみにすらなっています。

ここ所沢航空記念公園、所沢航空発祥記念館の前で出会ったマンホールはカラーの絵柄、それもポケモンのものです。空飛ぶカイリューがプロペラ機と並んで描かれています。子どもたちが多く訪れる記念公園、所沢航空発祥記念館にふさわしく楽しめるものになっていました。</a></td><td class="date">2022-06-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8949">69</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/464/008949.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「松本てまり」松本てまりは伝統的な民芸品であり、市内のマンホールのふたにもその絵柄が使われている。
実家に戻った際に、玄関をみてみると少し埃をかぶった松本てまりを発見した。鮮やかな色合いと手作りの温かみが感じられるつくりになっている。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/464/thumbnails/008949.jpg" alt="松本てまり" title="松本てまり" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8949">松本てまり</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8949">松本てまりは伝統的な民芸品であり、市内のマンホールのふたにもその絵柄が使われている。
実家に戻った際に、玄関をみてみると少し埃をかぶった松本てまりを発見した。鮮やかな色合いと手作りの温かみが感じられるつくりになっている。</a></td><td class="date">2022-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8924">70</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/469/008924.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「善光寺花回廊」長野市の春の風物詩である善光寺花回廊は、ＧＷ中に長野駅から善光寺に至る中央通り(善光寺表参道)で開催される花のイベントです。中央通りには色とりどりで様々な種類の花が並んでいましたが、個人的には水に花を浮かべた地上絵がとても綺麗で気に入りました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/469/thumbnails/008924.jpg" alt="善光寺花回廊" title="善光寺花回廊" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8924">善光寺花回廊</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8924">長野市の春の風物詩である善光寺花回廊は、ＧＷ中に長野駅から善光寺に至る中央通り(善光寺表参道)で開催される花のイベントです。中央通りには色とりどりで様々な種類の花が並んでいましたが、個人的には水に花を浮かべた地上絵がとても綺麗で気に入りました。</a></td><td class="date">2022-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8920">71</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/463/008920.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「スキー場跡地」この写真は、まだ形が残っている廃止されたスキー場です。

昔、神鍋高原には約11個スキー場がありました。
国体などの開催地になったこともありましたが、今では3つまで減ってしまいました。

別の記事に載せた、駅の壁に描かれた絵にも、今は無きスキー場が描かれています。

一回でもいいので滑ってみたかったと思いました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/463/thumbnails/008920.jpg" alt="スキー場跡地" title="スキー場跡地" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8920">スキー場跡地</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8920">この写真は、まだ形が残っている廃止されたスキー場です。

昔、神鍋高原には約11個スキー場がありました。
国体などの開催地になったこともありましたが、今では3つまで減ってしまいました。

別の記事に載せた、駅の壁に描かれた絵にも、今は無きスキー場が描かれています。

一回でもいいので滑ってみたかったと思いました。</a></td><td class="date">2022-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8918">72</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/463/008918.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「駅の壁に描かれている絵」これは、駅の壁に描かれている絵です。

この絵がいつ描かれたのか分かりませんが、いろいろ調べてみて、1993年以降だと考えました。

この絵と同じ風景を写真で撮って、見比べてみたいとずっと思っていました。
今回見比べてみると、時代の流れを感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/463/thumbnails/008918.jpg" alt="駅の壁に描かれている絵" title="駅の壁に描かれている絵" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8918">駅の壁に描かれている絵</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8918">これは、駅の壁に描かれている絵です。

この絵がいつ描かれたのか分かりませんが、いろいろ調べてみて、1993年以降だと考えました。

この絵と同じ風景を写真で撮って、見比べてみたいとずっと思っていました。
今回見比べてみると、時代の流れを感じました。</a></td><td class="date">2022-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8891">73</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/008891.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「江戸の上田藩中屋敷跡を対岸から望む」▲上：上田藩中屋敷跡を対岸から望む
▼下：『江戸切絵図・浅草御蔵前辺図』の部分（屋敷は松平伊賀守と記されている）
　　　（下記国立国会図書館の図版を使用）

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

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

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

上田藩の江戸屋敷は年代によって変遷します。上屋敷は長らく神田の昌平橋付近にありました。上田藩主松平忠固が老中になったのに伴い、上屋敷は大名小路(現在の皇居外苑)に移ります。その後、幕末はこの</a></td><td class="date">2022-05-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8852">74</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/008852.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「飯山のマンホール、一本杖スキー」いつ頃からかマンホールカードが大ブレークし、全国でコレクターが急増しました。私もその恩恵を受けて飯山駅の観光案内所でマンホールカードをゲットしました。さらにこのキーホルダーを購入しました。

飯山のマンホール蓋「一本杖スキー」はこれまでにも見ましたが、このようなカラーバージョンに出会ったことはありません。絵柄もかわいらしく、色合いもいい。マンホールよりもむしろキーホルダー向きです。

カードの裏側には一本杖スキーの歴史についての解説があります。最初にこの地に伝わったスキーが一本杖スキーで大正初期まで盛んであったとのこと。子供が被っているのが「みのぼうし」で、これは昭和30年代まで利用されていたとのこと。なるほど、です。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/008852.jpg" alt="飯山のマンホール、一本杖スキー" title="飯山のマンホール、一本杖スキー" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8852">飯山のマンホール、一本杖スキー</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8852">いつ頃からかマンホールカードが大ブレークし、全国でコレクターが急増しました。私もその恩恵を受けて飯山駅の観光案内所でマンホールカードをゲットしました。さらにこのキーホルダーを購入しました。

飯山のマンホール蓋「一本杖スキー」はこれまでにも見ましたが、このようなカラーバージョンに出会ったことはありません。絵柄もかわいらしく、色合いもいい。マンホールよりもむしろキーホルダー向きです。

カードの裏側には一本杖スキーの歴史についての解説があります。最初にこの地に伝わったスキーが一本杖スキーで大正初期まで盛んであったとのこと。子供が被っているのが「みのぼうし」で、これは昭和30年代まで利用されていたとのこと。なるほど、です。</a></td><td class="date">2022-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8847">75</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/008847.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「飯山の菜の花まつり」前回、菜の花まつりに訪れてから久しくなります。10年以上経つかな？　その時に比べると花畑が一段と広くなりました。一面が黄色の花畑です。この景観は素晴らしい。

今年はコロナ禍のため、会場でのイベントも出店もない形での開催ながら大勢の人々が訪れていました。千曲川を見下ろすスポットからの風景は「絵になる風景」です。誰もが撮って紹介する定番の構図ながら「今さらながら」私もその構図のスナップを載せておきます。

今回、飯山を訪れて感心したことは飯山じゅうに菜の花が植えられ、菜の花の地域を印象づけていたこと。国道の沿道には延々と菜の花が続いています。それ以外の場所にも数多く。これはすごい。飯山の地元住民にとっても地域のアイデンティティ、ほこりになってきているのではないでしょうか。そのことに"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/008847.jpg" alt="飯山の菜の花まつり" title="飯山の菜の花まつり" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8847">飯山の菜の花まつり</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8847">前回、菜の花まつりに訪れてから久しくなります。10年以上経つかな？　その時に比べると花畑が一段と広くなりました。一面が黄色の花畑です。この景観は素晴らしい。

今年はコロナ禍のため、会場でのイベントも出店もない形での開催ながら大勢の人々が訪れていました。千曲川を見下ろすスポットからの風景は「絵になる風景」です。誰もが撮って紹介する定番の構図ながら「今さらながら」私もその構図のスナップを載せておきます。

今回、飯山を訪れて感心したことは飯山じゅうに菜の花が植えられ、菜の花の地域を印象づけていたこと。国道の沿道には延々と菜の花が続いています。それ以外の場所にも数多く。これはすごい。飯山の地元住民にとっても地域のアイデンティティ、ほこりになってきているのではないでしょうか。そのことに</a></td><td class="date">2022-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8836">76</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/008836.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「飯山の路側壁にウサギの絵」上越道を降りて飯山へ向かう途中の国道117号線の路側壁にウサギの絵が描かれていました。「あれ？　なんでここにウサギ？」と思いました。同時にチームラボのメディアアートのウサギを想起しました。添付の画像は、3月、茨城県水戸市の偕楽園で開かれたチームラボのアートイベントのウサギです。こうやって見比べてみればウサギの絵柄は全く別物ですが、飛び跳ねるウサギを描こうという発想がこのように偏在しているのは面白いと気づきました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/008836.jpg" alt="飯山の路側壁にウサギの絵" title="飯山の路側壁にウサギの絵" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8836">飯山の路側壁にウサギの絵</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8836">上越道を降りて飯山へ向かう途中の国道117号線の路側壁にウサギの絵が描かれていました。「あれ？　なんでここにウサギ？」と思いました。同時にチームラボのメディアアートのウサギを想起しました。添付の画像は、3月、茨城県水戸市の偕楽園で開かれたチームラボのアートイベントのウサギです。こうやって見比べてみればウサギの絵柄は全く別物ですが、飛び跳ねるウサギを描こうという発想がこのように偏在しているのは面白いと気づきました。</a></td><td class="date">2022-05-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8797">77</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/008797.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「hybrid授業を希望する学生ニーズ」「今どき教室で学ぶの？」という社会意識の変化が端的に示された調査結果です。学生はhybrid形態の授業を希望しています。

今週から授業をhybridにしました。私の授業は今後ともhybridを旨として進めていきます。

昨日の担当講義で学生に授業形態の希望を問うたところhybrid希望が61%。圧倒的に支持されていることが改めて裏付けられました。オンラインオンリー(Meet or オンデマンド)の合計は35%。この合計パーセンテージも厚い。教室で対面オンリーはほとんど誰も希望していません。教室は要らないということではなく「教室で学べる保証がありオンラインでも学べる選択の自由を望む」というのがhybrid支持の理由と思います。

来週の別の授業でも学生たちに問うてみます。「誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる人間中心の社"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/008797.jpg" alt="hybrid授業を希望する学生ニーズ" title="hybrid授業を希望する学生ニーズ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8797">hybrid授業を希望する学生ニーズ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8797">「今どき教室で学ぶの？」という社会意識の変化が端的に示された調査結果です。学生はhybrid形態の授業を希望しています。

今週から授業をhybridにしました。私の授業は今後ともhybridを旨として進めていきます。

昨日の担当講義で学生に授業形態の希望を問うたところhybrid希望が61%。圧倒的に支持されていることが改めて裏付けられました。オンラインオンリー(Meet or オンデマンド)の合計は35%。この合計パーセンテージも厚い。教室で対面オンリーはほとんど誰も希望していません。教室は要らないということではなく「教室で学べる保証がありオンラインでも学べる選択の自由を望む」というのがhybrid支持の理由と思います。

来週の別の授業でも学生たちに問うてみます。「誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる人間中心の社</a></td><td class="date">2022-04-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8542">78</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/431/008542.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「呉市の歴史～昔と現在の比較1～」同じ場所で撮影されたものである。現在の写真の方が、「灰ヶ峰」が確認できるが、いずれも絵葉書の姿とは異なっている。
現在、この「四ツ道路」には多くのお店が存在するが、人口の減少により、シャッターが下りている店も多く、これからの呉市の課題といえる。

出典：「海軍とともに発展した呉の街」
https://smtrc.jp/town-archives/city/hiroshima/p07.html"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/431/thumbnails/008542.jpg" alt="呉市の歴史～昔と現在の比較1～" title="呉市の歴史～昔と現在の比較1～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8542">呉市の歴史～昔と現在の比較1～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8542">同じ場所で撮影されたものである。現在の写真の方が、「灰ヶ峰」が確認できるが、いずれも絵葉書の姿とは異なっている。
現在、この「四ツ道路」には多くのお店が存在するが、人口の減少により、シャッターが下りている店も多く、これからの呉市の課題といえる。

出典：「海軍とともに発展した呉の街」
https://smtrc.jp/town-archives/city/hiroshima/p07.html</a></td><td class="date">2022-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8541">79</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/431/008541.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「呉市の歴史～昔と現在の比較1～」この場所は呉を代表する「四ツ道路」の交差点を撮影したもの。左手にあるのは、「呉本通郵便局」、奥には標高737mの「灰ヶ峰」がそびえたち、当時山頂には防空砲が設置されていた。また、この灰ヶ峰の高さにちなみ、呉市の郵便番号は737である。絵葉書上では、灰ヶ峰の部分が加工されている。
1909年には、県内初となる市内電車が呉に開通する。

出典：「海軍とともに発展した呉の街」
https://smtrc.jp/town-archives/city/hiroshima/p07.html"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/431/thumbnails/008541.jpg" alt="呉市の歴史～昔と現在の比較1～" title="呉市の歴史～昔と現在の比較1～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8541">呉市の歴史～昔と現在の比較1～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8541">この場所は呉を代表する「四ツ道路」の交差点を撮影したもの。左手にあるのは、「呉本通郵便局」、奥には標高737mの「灰ヶ峰」がそびえたち、当時山頂には防空砲が設置されていた。また、この灰ヶ峰の高さにちなみ、呉市の郵便番号は737である。絵葉書上では、灰ヶ峰の部分が加工されている。
1909年には、県内初となる市内電車が呉に開通する。

出典：「海軍とともに発展した呉の街」
https://smtrc.jp/town-archives/city/hiroshima/p07.html</a></td><td class="date">2022-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8462">80</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/255/008462.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「様々な活動」この絵本は杉本志津子差さんが素直な優しいタッチで、描いた丸窓電車と、永遠に続く線路をイメージして描いたモノだ。そして絵本の詩は、1970年代に廃止問題に揺れていたときに、存続を願い、長野大学の学生が歌っていた曲の歌詞です。別所線の駅15駅、すべてが歌詞に登場します。
今も長野大学の学生に愛されている、別所線。当時から愛されていたのが分かる。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/255/thumbnails/008462.jpg" alt="様々な活動" title="様々な活動" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8462">様々な活動</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8462">この絵本は杉本志津子差さんが素直な優しいタッチで、描いた丸窓電車と、永遠に続く線路をイメージして描いたモノだ。そして絵本の詩は、1970年代に廃止問題に揺れていたときに、存続を願い、長野大学の学生が歌っていた曲の歌詞です。別所線の駅15駅、すべてが歌詞に登場します。
今も長野大学の学生に愛されている、別所線。当時から愛されていたのが分かる。</a></td><td class="date">2022-02-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8406">81</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/441/008406.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「5.蚕を使ったアート」私は常田館製糸場を訪れた時、鉄骨繭倉庫には絹糸を使ったアートが沢山並んでいました。様々な種類のアートが展示してあり、絵のようなものから立体なアートまで若者が興味を持ちそうな作品が沢山展示してありました。

近年、InstagramやTIKTOKが文化の流行を促しており、それを利用している年齢の層は若者です。

そういった若者をターゲットに普段、馴染みのない蚕を知ってもらう機会を設けて蚕という文化に触れてもらうといった策で蚕糸業を活性化しようと考えました。

次の記事では蚕を若者にどうやってアピールするかを考察していきます。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/441/thumbnails/008406.jpg" alt="5.蚕を使ったアート" title="5.蚕を使ったアート" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8406">5.蚕を使ったアート</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8406">私は常田館製糸場を訪れた時、鉄骨繭倉庫には絹糸を使ったアートが沢山並んでいました。様々な種類のアートが展示してあり、絵のようなものから立体なアートまで若者が興味を持ちそうな作品が沢山展示してありました。

近年、InstagramやTIKTOKが文化の流行を促しており、それを利用している年齢の層は若者です。

そういった若者をターゲットに普段、馴染みのない蚕を知ってもらう機会を設けて蚕という文化に触れてもらうといった策で蚕糸業を活性化しようと考えました。

次の記事では蚕を若者にどうやってアピールするかを考察していきます。</a></td><td class="date">2022-02-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8197">82</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/400/008197.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃国分寺本堂」本堂は1829年（文政12年）に発願、1840年（天保11年）に起工、1860年（万延元年）に竣工した。近世の堂としては東信地方最大の建造物で、彫刻にみられる鋭い彫りや、絵様に江戸時代末期の特徴があらわれているそう。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/400/thumbnails/008197.jpg" alt="信濃国分寺本堂" title="信濃国分寺本堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8197">信濃国分寺本堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8197">本堂は1829年（文政12年）に発願、1840年（天保11年）に起工、1860年（万延元年）に竣工した。近世の堂としては東信地方最大の建造物で、彫刻にみられる鋭い彫りや、絵様に江戸時代末期の特徴があらわれているそう。</a></td><td class="date">2022-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8111">83</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「江戸の上田（『上田古地図・絵図デジタルアーカイブ』）」江戸時代の上田を知るためにまずは『上田古地図・絵図デジタルアーカイブ』を閲覧した。天正の図は確かなものが見いだされていないそうだ。この頃は河が目立ち、寛永のの図では侍町というものが登場している。正保になると上田城の形がよく見えるようになっている。時代が進むにつれて図の見やすさも表れ面白かった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="江戸の上田（『上田古地図・絵図デジタルアーカイブ』）" title="江戸の上田（『上田古地図・絵図デジタルアーカイブ』）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8111">江戸の上田（『上田古地図・絵図デジタルアーカイブ』）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8111">江戸時代の上田を知るためにまずは『上田古地図・絵図デジタルアーカイブ』を閲覧した。天正の図は確かなものが見いだされていないそうだ。この頃は河が目立ち、寛永のの図では侍町というものが登場している。正保になると上田城の形がよく見えるようになっている。時代が進むにつれて図の見やすさも表れ面白かった。</a></td><td class="date">2022-01-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8047">84</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/442/008047.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州上田学・地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクト活動記録3」Map作成活動　�　
いよいよMap作成活動にとりくむ。地域の魅力を伝えるためにどんなMapが良いか企画を練るうち、�温泉センターで昔の観光地図を発見。レトロなカッコよさに感銘を受け、和テイストで斬新な絵地図を作成する方向性に決定!!� 
　500年続く雨乞い祭りで夫神岳山頂に祀られる龗(おかみ)の文字や九頭竜大権現をモチーフにすることで、里山の自然に畏敬の念を�抱く昔の人の精神性や、現代の日本遺産「龍といきるまち」を表現できるという意見があり、龍を中心にMapを作成することにした。すごく斬新でカッコイイ、他にはないMapができるとワクワク。
　龍が守る里、これを見て、「過疎だから移住してきて」で゜はなく、なんだかカッコイイ奴らが里山にいるみたいだから行ってみよう、と若い世代に発信できるようなMapにしたい!と意気込"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/442/thumbnails/008047.jpg" alt="信州上田学・地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクト活動記録3" title="信州上田学・地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクト活動記録3" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8047">信州上田学・地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクト活動記録3</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8047">Map作成活動　�　
いよいよMap作成活動にとりくむ。地域の魅力を伝えるためにどんなMapが良いか企画を練るうち、�温泉センターで昔の観光地図を発見。レトロなカッコよさに感銘を受け、和テイストで斬新な絵地図を作成する方向性に決定!!� 
　500年続く雨乞い祭りで夫神岳山頂に祀られる龗(おかみ)の文字や九頭竜大権現をモチーフにすることで、里山の自然に畏敬の念を�抱く昔の人の精神性や、現代の日本遺産「龍といきるまち」を表現できるという意見があり、龍を中心にMapを作成することにした。すごく斬新でカッコイイ、他にはないMapができるとワクワク。
　龍が守る里、これを見て、「過疎だから移住してきて」で゜はなく、なんだかカッコイイ奴らが里山にいるみたいだから行ってみよう、と若い世代に発信できるようなMapにしたい!と意気込</a></td><td class="date">2022-01-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=7228">85</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/442/007228.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州上田学・地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクト活動記録2」信州上田学〜地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクトでは、長野大学地域づくり総合センターと(一社)信州上田里山文化推進協会が連携して、古くから自然と調和していきてきた先人の知恵を伝承し、次世代の若者が地域資源を活用して自らの力で未来を開いていくための人づくり、地域づくりを行っています。
　塩田平・別所温泉地区を中心に、上田市は、「レイラインがつなぐ太陽と大地の聖地〜龍と生きるまち」として、日本遺産になっています。学生たちも龗や九頭竜大権現を祀る男神岳、女神岳に抱かれた民話や雨乞い祭り、文化財について学びました。
　　今年の8月、10月には、ボランティアガイドの会など他の地域団体とも共同して、日本遺産に認定された塩田・別所地区の文化財についてレイラインの観点から方位や日"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/442/thumbnails/007228.jpg" alt="信州上田学・地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクト活動記録2" title="信州上田学・地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクト活動記録2" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=7228">信州上田学・地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクト活動記録2</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=7228">信州上田学〜地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクトでは、長野大学地域づくり総合センターと(一社)信州上田里山文化推進協会が連携して、古くから自然と調和していきてきた先人の知恵を伝承し、次世代の若者が地域資源を活用して自らの力で未来を開いていくための人づくり、地域づくりを行っています。
　塩田平・別所温泉地区を中心に、上田市は、「レイラインがつなぐ太陽と大地の聖地〜龍と生きるまち」として、日本遺産になっています。学生たちも龗や九頭竜大権現を祀る男神岳、女神岳に抱かれた民話や雨乞い祭り、文化財について学びました。
　　今年の8月、10月には、ボランティアガイドの会など他の地域団体とも共同して、日本遺産に認定された塩田・別所地区の文化財についてレイラインの観点から方位や日</a></td><td class="date">2022-01-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=7227">86</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/442/007227.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州上田学〜地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクト活動記録1」信州上田学〜地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクトでは、長野大学地域づくり総合センターと(一社)信州上田里山文化推進協会が連携して、SATOYAMAイニシアチブにもとづずいて、古くから自然と調和していきてきた先人の知恵を伝承し、次世代の若者が地域資源を活用して自らの力で未来を開いていくための人づくり、地域づくりを行っています。今年のアグロフォレストリープロジェクトには、地域の若者、移住者とともに、長野大学の学生が29名(福祉学部4名、企業情報学部1名、環境ツーリズム学部24名)が参加し、若者の視点で見た里山の魅力を絵地図にしました。
　持続可能な社会づくりに向けて、自然と調和してきた里山の暮らしを発信していく、SATOYAMAイニシアチブにもとづき、住んでいる人にはあたりまえすぎて気づかない魅"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/442/thumbnails/007227.jpg" alt="信州上田学〜地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクト活動記録1" title="信州上田学〜地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクト活動記録1" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=7227">信州上田学〜地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクト活動記録1</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=7227">信州上田学〜地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクトでは、長野大学地域づくり総合センターと(一社)信州上田里山文化推進協会が連携して、SATOYAMAイニシアチブにもとづずいて、古くから自然と調和していきてきた先人の知恵を伝承し、次世代の若者が地域資源を活用して自らの力で未来を開いていくための人づくり、地域づくりを行っています。今年のアグロフォレストリープロジェクトには、地域の若者、移住者とともに、長野大学の学生が29名(福祉学部4名、企業情報学部1名、環境ツーリズム学部24名)が参加し、若者の視点で見た里山の魅力を絵地図にしました。
　持続可能な社会づくりに向けて、自然と調和してきた里山の暮らしを発信していく、SATOYAMAイニシアチブにもとづき、住んでいる人にはあたりまえすぎて気づかない魅</a></td><td class="date">2022-01-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=7059">87</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/389/007059.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「北向観音堂」厄除観音として知られる北向観音堂は、天長2年(825年)に比叡山延暦寺座主慈覚大師円仁(えんにん)によって建てられた霊場である。一度は源平争乱の中、木曾義仲の手によって八角三重塔と石造多宝塔を残し全焼してしまったが、建長４年(1252年)北条国時によって再興された。ここには、鬼女紅葉退治絵馬が飾られている。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/389/thumbnails/007059.jpg" alt="北向観音堂" title="北向観音堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=7059">北向観音堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=7059">厄除観音として知られる北向観音堂は、天長2年(825年)に比叡山延暦寺座主慈覚大師円仁(えんにん)によって建てられた霊場である。一度は源平争乱の中、木曾義仲の手によって八角三重塔と石造多宝塔を残し全焼してしまったが、建長４年(1252年)北条国時によって再興された。ここには、鬼女紅葉退治絵馬が飾られている。</a></td><td class="date">2021-12-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5858">88</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「キャラクターがいると魅力的に感じる」別所線のキャラクターの｢北条まどか｣さんってちゃんとストーリーがあるみたいですね。僕は最初見たとき、あんまり言い方は良くないと思うんですけど看板として使われてる存在なのかなって思いました。

でもちゃんと調べてみるとしっかり練られたストーリーと立ち位置があるみたいですね。
長いのでここでは割愛しますがウェブで見られる絵本的なものもあるみたいですよ。

さて、このようなキャラクターがいることでどのような効果があるか。一瞬は目をとめますよね。さらに、ちょっと調べてみようってなったらその地域資源についても触れるきっかけになりますよね。そうやって輪を広げていくための役割を担えるのがキャラクターだと思っています。

ただ、ちょっと残念だなと思ったのが物語に触れるきっかけがあんまし見当たら"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="キャラクターがいると魅力的に感じる" title="キャラクターがいると魅力的に感じる" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5858">キャラクターがいると魅力的に感じる</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5858">別所線のキャラクターの｢北条まどか｣さんってちゃんとストーリーがあるみたいですね。僕は最初見たとき、あんまり言い方は良くないと思うんですけど看板として使われてる存在なのかなって思いました。

でもちゃんと調べてみるとしっかり練られたストーリーと立ち位置があるみたいですね。
長いのでここでは割愛しますがウェブで見られる絵本的なものもあるみたいですよ。

さて、このようなキャラクターがいることでどのような効果があるか。一瞬は目をとめますよね。さらに、ちょっと調べてみようってなったらその地域資源についても触れるきっかけになりますよね。そうやって輪を広げていくための役割を担えるのがキャラクターだと思っています。

ただ、ちょっと残念だなと思ったのが物語に触れるきっかけがあんまし見当たら</a></td><td class="date">2021-12-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5530">89</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/51/005530.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「自由画作品の名札作り」山本鼎の部屋から預かった児童の作品に名札を貼る作業を行いました。私は制作年と学年、氏名、整理番号を名札に書く作業を行いました。90年ほど前の児童の作品がかなり多く、今でも大切に保管されていることがすごいなと思いました。鉛筆一本で書かれた絵や水彩画のような絵など、どの絵も一生懸命に描かれていて作品を見るのが面白かったです。中には氏名が不明の作品もありましたが昔の作品を実際に見ることができ、貴重な経験でした。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="自由画作品の名札作り" title="自由画作品の名札作り" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5530">自由画作品の名札作り</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5530">山本鼎の部屋から預かった児童の作品に名札を貼る作業を行いました。私は制作年と学年、氏名、整理番号を名札に書く作業を行いました。90年ほど前の児童の作品がかなり多く、今でも大切に保管されていることがすごいなと思いました。鉛筆一本で書かれた絵や水彩画のような絵など、どの絵も一生懸命に描かれていて作品を見るのが面白かったです。中には氏名が不明の作品もありましたが昔の作品を実際に見ることができ、貴重な経験でした。</a></td><td class="date">2021-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5218">90</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/384/005218.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「「言葉」屋さん？」上田市柳町にある本屋さん。古本を含め、店主のこだわりを感じる様々な本が並んでいた。絵本がたくさん置いてある印象だが、お客さんのほとんどは大人。「子どもの頃読んだな～」「もう一回読みたい！」そんな声が聞こえてきた。ここは、懐かしさという癒しと、とっておきの一冊に出会える本屋なのだろう。そして、思い出という過去と現在の自分、その本を楽しんでいた誰かとつないでくれる場所だ。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/384/thumbnails/005218.jpg" alt="「言葉」屋さん？" title="「言葉」屋さん？" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5218">「言葉」屋さん？</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5218">上田市柳町にある本屋さん。古本を含め、店主のこだわりを感じる様々な本が並んでいた。絵本がたくさん置いてある印象だが、お客さんのほとんどは大人。「子どもの頃読んだな～」「もう一回読みたい！」そんな声が聞こえてきた。ここは、懐かしさという癒しと、とっておきの一冊に出会える本屋なのだろう。そして、思い出という過去と現在の自分、その本を楽しんでいた誰かとつないでくれる場所だ。</a></td><td class="date">2021-11-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5193">91</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「絵と歌で綴る　小諸の江戸・明治・大正　小諸唱歌」小諸唱歌の歌詞とその解説についてのPDF資料です。小諸唱歌は、明治38（1905)年に池田芦舟と星野香山合作作歌、長尾亥三太作曲のもと作られ、大正15（1926）年に改正・追加作が行われました。歌詞には小諸地域の地理や街の様子が歌われています。特に戸数についても歌われており、当時の小諸の発展ぶりをよく伝えています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="絵と歌で綴る　小諸の江戸・明治・大正　小諸唱歌" title="絵と歌で綴る　小諸の江戸・明治・大正　小諸唱歌" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5193">絵と歌で綴る　小諸の江戸・明治・大正　小諸唱歌</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5193">小諸唱歌の歌詞とその解説についてのPDF資料です。小諸唱歌は、明治38（1905)年に池田芦舟と星野香山合作作歌、長尾亥三太作曲のもと作られ、大正15（1926）年に改正・追加作が行われました。歌詞には小諸地域の地理や街の様子が歌われています。特に戸数についても歌われており、当時の小諸の発展ぶりをよく伝えています。</a></td><td class="date">2021-11-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5188">92</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/400/005188.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田城下町絵図」こちらは仙石氏在城時代の上田城下町絵図。1702年制作のものだ。上田城のホームページからアーカイブを開けば様々な絵図を閲覧できる。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/400/thumbnails/005188.jpg" alt="上田城下町絵図" title="上田城下町絵図" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5188">上田城下町絵図</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5188">こちらは仙石氏在城時代の上田城下町絵図。1702年制作のものだ。上田城のホームページからアーカイブを開けば様々な絵図を閲覧できる。</a></td><td class="date">2021-11-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5179">93</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">94</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=5159">95</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/389/005159_0023_002.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常楽寺」常楽寺は、先ほど紹介した北向観音をお護りする本坊。別所三楽寺(長楽・安楽・常楽)の一つとして建立された。また隣接する常楽寺美術館には寺宝や北向観音に奉納された絵馬等が収蔵・陳列されている。
本堂裏には、北向観世音様が出没したとされる石造多宝塔がある。こちらはとても神秘的な雰囲気且つ自然豊かな場用であり、どこかジブリのワンシーンを醸し出しているように思え、感動した。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/389/thumbnails/005159_0023_002.jpg" alt="常楽寺" title="常楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5159">常楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5159">常楽寺は、先ほど紹介した北向観音をお護りする本坊。別所三楽寺(長楽・安楽・常楽)の一つとして建立された。また隣接する常楽寺美術館には寺宝や北向観音に奉納された絵馬等が収蔵・陳列されている。
本堂裏には、北向観世音様が出没したとされる石造多宝塔がある。こちらはとても神秘的な雰囲気且つ自然豊かな場用であり、どこかジブリのワンシーンを醸し出しているように思え、感動した。</a></td><td class="date">2021-11-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5157">96</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/389/005157.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「北向観音」別所温泉駅に到着し、まず初めに訪れたのは北向観音。境内には樹齢1200年の「愛染桂」が立っており若者たちからは縁結びの霊木として親しまれている。また、こちらは昭和14年に長野県の天然記念物に指定された。
お堂はとても厳かな雰囲気に包まれていた。本堂が北を向いたものはほとんど例がなく、「北向観音」という名称はこれに由来するという。長野県で有名な善光寺が来世住生を願うのに対し、北向観音は現世利益を願うとされており、向き合っている両方をお詣りした方がいいと言われている。
またこのお堂の対角には、額堂と呼ばれる絵馬堂が建っており、現在は仁王像が建っていた。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/389/thumbnails/005157.jpg" alt="北向観音" title="北向観音" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5157">北向観音</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5157">別所温泉駅に到着し、まず初めに訪れたのは北向観音。境内には樹齢1200年の「愛染桂」が立っており若者たちからは縁結びの霊木として親しまれている。また、こちらは昭和14年に長野県の天然記念物に指定された。
お堂はとても厳かな雰囲気に包まれていた。本堂が北を向いたものはほとんど例がなく、「北向観音」という名称はこれに由来するという。長野県で有名な善光寺が来世住生を願うのに対し、北向観音は現世利益を願うとされており、向き合っている両方をお詣りした方がいいと言われている。
またこのお堂の対角には、額堂と呼ばれる絵馬堂が建っており、現在は仁王像が建っていた。</a></td><td class="date">2021-11-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4765">97</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/254/004765.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「羽黒山」山岳信仰の場とされた「出羽三山」という3つの山の中の1つ。羽黒山は現世の幸福を願う地とされている。
隋神門から山頂までには杉並木と2446段の石段があり、その杉並木はミシュランで三ツ星にも選ばれている。石段にはあちこちに盃やひょうたんなどの絵や字が彫られていて、全て見つけると願いが叶うと言われている。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/254/thumbnails/004765.jpg" alt="羽黒山" title="羽黒山" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4765">羽黒山</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4765">山岳信仰の場とされた「出羽三山」という3つの山の中の1つ。羽黒山は現世の幸福を願う地とされている。
隋神門から山頂までには杉並木と2446段の石段があり、その杉並木はミシュランで三ツ星にも選ばれている。石段にはあちこちに盃やひょうたんなどの絵や字が彫られていて、全て見つけると願いが叶うと言われている。</a></td><td class="date">2021-07-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4743">98</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/348/004743.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「真田神社」城門を通るとすぐにある真田神社は、松平氏を祀ってあった松平神社だったが、太平洋戦争後に歴代城主である真田氏と仙石氏も合祀されて上田神社となり、昭和３８年に真田神社と改称されました。真田の知謀にちなんで、学業成就にご利益がある神社と言われています。その影響もあってか、神社を入って左側にある絵馬には学業成就に関した内容のものが吊り下げられていて、またその場所を写真スポットとしてもお客さんに提供している。記念写真をとる場所としても人気であります。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/348/thumbnails/004743.jpg" alt="真田神社" title="真田神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4743">真田神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4743">城門を通るとすぐにある真田神社は、松平氏を祀ってあった松平神社だったが、太平洋戦争後に歴代城主である真田氏と仙石氏も合祀されて上田神社となり、昭和３８年に真田神社と改称されました。真田の知謀にちなんで、学業成就にご利益がある神社と言われています。その影響もあってか、神社を入って左側にある絵馬には学業成就に関した内容のものが吊り下げられていて、またその場所を写真スポットとしてもお客さんに提供している。記念写真をとる場所としても人気であります。</a></td><td class="date">2021-07-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4607">99</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/51/004607.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山本鼎と神川小学校児童の自由画」上田市マルチメディア情報センターのHPから、山本鼎と児童の作品を閲覧しました。神川小学校の児童の作品660作品が載っていて数の多さに驚きました。自分の目で見て感じ取ったものを描くことが大切という「児童自由画教育」を提唱した山本鼎により、同じ家を描いていても児童によって白黒の絵であったりカラフルな絵であったり角度が違ったりと、児童が自由に描いている様子が見て分かりました。お手本の絵をまねする必要はなく、自分の思ったように描けば良いということが山本鼎が伝えたい思いなのかなと私は感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="山本鼎と神川小学校児童の自由画" title="山本鼎と神川小学校児童の自由画" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4607">山本鼎と神川小学校児童の自由画</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4607">上田市マルチメディア情報センターのHPから、山本鼎と児童の作品を閲覧しました。神川小学校の児童の作品660作品が載っていて数の多さに驚きました。自分の目で見て感じ取ったものを描くことが大切という「児童自由画教育」を提唱した山本鼎により、同じ家を描いていても児童によって白黒の絵であったりカラフルな絵であったり角度が違ったりと、児童が自由に描いている様子が見て分かりました。お手本の絵をまねする必要はなく、自分の思ったように描けば良いということが山本鼎が伝えたい思いなのかなと私は感じました。</a></td><td class="date">2021-06-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4606">100</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/51/004606.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市立博物館での収蔵品撮影」カメラにポラのフィルムバックを装着して最終確認を行います。ポラロイドカメラの写真と同じで時間とともに絵が現れるようです。撮影されたポジフィルムはドラムスキャナーで取り込まれ、データになります。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田市立博物館での収蔵品撮影" title="上田市立博物館での収蔵品撮影" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4606">上田市立博物館での収蔵品撮影</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4606">カメラにポラのフィルムバックを装着して最終確認を行います。ポラロイドカメラの写真と同じで時間とともに絵が現れるようです。撮影されたポジフィルムはドラムスキャナーで取り込まれ、データになります。</a></td><td class="date">2021-06-20</td></tr></table><div class="pagenavi">  <a class="arrow" title="Page 1" href="?c=&t=&s=絵&all=&n=&r=&v=1">≪</a>  <span class="current">1</span>  <a class="page" title="Page 2" href="?c=&t=&s=絵&all=&n=&r=&v=2">2</a>  <a class="arrow" title="Page 2" href="?c=&t=&s=絵&all=&n=&r=&v=2">≫</a></div></div>
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				</div>
				<br>
				<!-- div class="catsec2left">
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					★詳細検索
				</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: '127160',
					name: '鹿教湯温泉のマンホール',
					lat: 36.30418302878148,
					lng: 138.1357475769395,
					contents: '<a href="?c=&p=127160">鹿教湯温泉のマンホール</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: '127100',
					name: '【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～',
					lat: 36.4018790433459,
					lng: 138.25197994709015,
					contents: '<a href="?c=&p=127100">【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127096',
					name: '無言館',
					lat: 36.34554959127678,
					lng: 138.1999397277832,
					contents: '<a href="?c=&p=127096">無言館</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127081',
					name: 'マンホール：小川村',
					lat: 36.61735921179365,
					lng: 137.97485802703568,
					contents: '<a href="?c=&p=127081">マンホール：小川村</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127077',
					name: 'マンホール：前橋市',
					lat: 36.38366227315492,
					lng: 139.07301596598117,
					contents: '<a href="?c=&p=127077">マンホール：前橋市</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126988',
					name: 'マンホール：戸狩(飯山市)',
					lat: 36.9203073761808,
					lng: 138.391066357711,
					contents: '<a href="?c=&p=126988">マンホール：戸狩(飯山市)</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: '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: '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: '126463',
					name: '旧西塩田小学校校舎(さくら国際高校)2013/11/22',
					lat: 36.34603517302706,
					lng: 138.17905594495647,
					contents: '<a href="?c=&p=126463">旧西塩田小学校校舎(さくら国際高校)2013/11/22</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126280',
					name: '【上田市の銭湯】②宮桜の湯',
					lat: 36.39323672152236,
					lng: 138.2597315311432,
					contents: '<a href="?c=&p=126280">【上田市の銭湯】②宮桜の湯</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126170',
					name: '若竹屋紬店本店',
					lat: 36.35006389280816,
					lng: 138.15477359030245,
					contents: '<a href="?c=&p=126170">若竹屋紬店本店</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126015',
					name: 'チームラボ金沢城光の祭',
					lat: 36.565155523258966,
					lng: 136.66163879532783,
					contents: '<a href="?c=&p=126015">チームラボ金沢城光の祭</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125522',
					name: '棟方志功展：ネット時代の美術展',
					lat: 35.69054610763589,
					lng: 139.75469291210175,
					contents: '<a href="?c=&p=125522">棟方志功展：ネット時代の美術展</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55269',
					name: '庚申塔',
					lat: 36.4958397,
					lng: 139.7063612,
					contents: '<a href="?c=&p=55269">庚申塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55228',
					name: '晴天とまちの美容室',
					lat: 36.361771395656255,
					lng: 138.20038506284428,
					contents: '<a href="?c=&p=55228">晴天とまちの美容室</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55185',
					name: '中山道69次資料館',
					lat: 36.33609076355506,
					lng: 138.53672862052917,
					contents: '<a href="?c=&p=55185">中山道69次資料館</a>'
			 }, 
					  {
					id: '54621',
					name: '22世紀に残したい上田の風景：わらボッチと稲わら焼き',
					lat: 36.35417576594118,
					lng: 138.20624083891715,
					contents: '<a href="?c=&p=54621">22世紀に残したい上田の風景：わらボッチと稲わら焼き</a>'
			 }, 
					  {
					id: '54590',
					name: '東京ステーションギャラリーの魅力',
					lat: 35.68253000455321,
					lng: 139.76637495630172,
					contents: '<a href="?c=&p=54590">東京ステーションギャラリーの魅力</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11557',
					name: '傷ついた画布のドーム',
					lat: 36.34544589176515,
					lng: 138.20002555847168,
					contents: '<a href="?c=&p=11557">傷ついた画布のドーム</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11554',
					name: '無言館',
					lat: 36.34544589176515,
					lng: 138.20002555847168,
					contents: '<a href="?c=&p=11554">無言館</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10441',
					name: '六工社の当時を見つめる',
					lat: 36.53427783925099,
					lng: 138.135244846344,
					contents: '<a href="?c=&p=10441">六工社の当時を見つめる</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10393',
					name: '真田神社',
					lat: 36.40342691706878,
					lng: 138.24423909187317,
					contents: '<a href="?c=&p=10393">真田神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10257',
					name: '菅平中「すずらん祭」2022参観',
					lat: 36.53310542482369,
					lng: 138.32432985305786,
					contents: '<a href="?c=&p=10257">菅平中「すずらん祭」2022参観</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9994',
					name: '木のストラップ',
					lat: 36.4566360115962,
					lng: 137.81782150268555,
					contents: '<a href="?c=&p=9994">木のストラップ</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9973',
					name: '岩松寺',
					lat: 36.698429579651005,
					lng: 138.3340072631836,
					contents: '<a href="?c=&p=9973">岩松寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9519',
					name: 'create owarai サンドアート',
					lat: 36.30267536018064,
					lng: 140.56766510009766,
					contents: '<a href="?c=&p=9519">create owarai サンドアート</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9080',
					name: '前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト2022/05/30',
					lat: 36.417453278409376,
					lng: 138.2166749507592,
					contents: '<a href="?c=&p=9080">前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト2022/05/30</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9075',
					name: '所沢・ポケモンとプロペラ機のマンホール',
					lat: 35.7987842410757,
					lng: 139.47226047400707,
					contents: '<a href="?c=&p=9075">所沢・ポケモンとプロペラ機のマンホール</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8949',
					name: '松本てまり',
					lat: 36.24162741744239,
					lng: 137.96770662680473,
					contents: '<a href="?c=&p=8949">松本てまり</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8924',
					name: '善光寺花回廊',
					lat: 36.65351357281165,
					lng: 138.18731885613863,
					contents: '<a href="?c=&p=8924">善光寺花回廊</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8891',
					name: '江戸の上田藩中屋敷跡を対岸から望む',
					lat: 35.69781411276328,
					lng: 139.78984897636082,
					contents: '<a href="?c=&p=8891">江戸の上田藩中屋敷跡を対岸から望む</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8852',
					name: '飯山のマンホール、一本杖スキー',
					lat: 36.844662712134706,
					lng: 138.3593721443222,
					contents: '<a href="?c=&p=8852">飯山のマンホール、一本杖スキー</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8847',
					name: '飯山の菜の花まつり',
					lat: 36.88308764475832,
					lng: 138.4072208404541,
					contents: '<a href="?c=&p=8847">飯山の菜の花まつり</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8836',
					name: '飯山の路側壁にウサギの絵',
					lat: 36.821330922807476,
					lng: 138.34804771984406,
					contents: '<a href="?c=&p=8836">飯山の路側壁にウサギの絵</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8797',
					name: 'hybrid授業を希望する学生ニーズ',
					lat: 36.36986360347297,
					lng: 138.22296888236423,
					contents: '<a href="?c=&p=8797">hybrid授業を希望する学生ニーズ</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8197',
					name: '信濃国分寺本堂',
					lat: 36.383045189950316,
					lng: 138.27107191085815,
					contents: '<a href="?c=&p=8197">信濃国分寺本堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '7059',
					name: '北向観音堂',
					lat: 36.34987460207489,
					lng: 138.1564074754715,
					contents: '<a href="?c=&p=7059">北向観音堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5858',
					name: 'キャラクターがいると魅力的に感じる',
					lat: 36.39630794286984,
					lng: 138.249619717838,
					contents: '<a href="?c=&p=5858">キャラクターがいると魅力的に感じる</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5218',
					name: '「言葉」屋さん？',
					lat: 36.40497260120337,
					lng: 138.25314670801163,
					contents: '<a href="?c=&p=5218">「言葉」屋さん？</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: '5159',
					name: '常楽寺',
					lat: 36.35346491304663,
					lng: 138.15478205680847,
					contents: '<a href="?c=&p=5159">常楽寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5157',
					name: '北向観音',
					lat: 36.349904846059765,
					lng: 138.15638065338135,
					contents: '<a href="?c=&p=5157">北向観音</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4765',
					name: '羽黒山',
					lat: 38.70239137718284,
					lng: 139.98268604278564,
					contents: '<a href="?c=&p=4765">羽黒山</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4743',
					name: '真田神社',
					lat: 36.403314659481524,
					lng: 138.24420154094696,
					contents: '<a href="?c=&p=4743">真田神社</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>


