<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php</b> on line <b>39</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>51</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>52</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>53</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>55</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_attribute" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>63</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>64</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>65</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>66</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>67</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tag" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>99</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "t" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>110</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "all" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>112</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "n" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>113</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "r" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>114</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "v" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>122</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "kanrino_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>138</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "title_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>139</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tourokudate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>140</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueibasyo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>141</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueidate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>142</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "seireki_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>143</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sikityo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>144</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "ookisa_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>145</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "syozousya_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>146</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sankoubunken_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>147</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tikucode_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>148</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sagyobi_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>149</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $key_reg in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function_searchtop.php</b> on line <b>57</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>258</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>260</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>287</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>297</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>303</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>309</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_account" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>585</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<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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以下の3Dモデルを参照下さい。

<iframe width='100%' height='480' frameborder='0' allowfullscreen src='https://scaniverse.com/scan/og2ppeto734m3raa?embed=1'></iframe>"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="長野県上田市塩尻の養蚕民家集落模型の3Dモデル" title="長野県上田市塩尻の養蚕民家集落模型の3Dモデル" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127125">長野県上田市塩尻の養蚕民家集落模型の3Dモデル</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127125">自分で撮影・作成した長野県上田市塩尻の養蚕民家集落模型の3Dモデルです。
以下の3Dモデルを参照下さい。
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この街は、江戸時代の旅籠づくりの建物と明治時代以降の養蚕が盛んな頃に建てれた家々が今も大切に保管されています。養蚕づくりに適した伝統的な造りをしており、1986年には「日本の道百選」に、 1987年には「重要伝統的建造物群保存地区」に選定され重要な文化財となっています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田市の歴史を活かした観光" title="上田市の歴史を活かした観光" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127109">上田市の歴史を活かした観光</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127109">海野町についてです。
この街は、江戸時代の旅籠づくりの建物と明治時代以降の養蚕が盛んな頃に建てれた家々が今も大切に保管されています。養蚕づくりに適した伝統的な造りをしており、1986年には「日本の道百選」に、 1987年には「重要伝統的建造物群保存地区」に選定され重要な文化財となっています。</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126915">3</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/720/126915.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田　常田館製糸所　煙突」この煙突に関して2つ、新たに学びがあった。
1つ目はこの煙突は当時、石炭で稼働しており、現在の上田駅とこの煙突のふもとの間にトロッコが通っていたという。当時、物資の輸送は大変重要な役割であった。
2つ目は笠原工業（笠原製糸）が常田館製糸所をこの地に置いた理由は大きく3つあるという。「多くの労働力・都市部や地域内の輸送手段の発達・澄んだ水」である。上田市は当時、人口の8割を超える市民が養蚕業・製糸業に従事していたという。実際、常田館製糸所は2500人の従業員を抱えていた。また、東京・横浜への物資輸送手段が発達していたこと、上田駅と常田館製糸所間にはトロッコが開通していたことから交通が発達していたことがわかる。そして、菅平から流れる澄んだ水を貯水し、水が重要な製糸業に利用していたという。
今"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都上田　常田館製糸所　煙突" title="蚕都上田　常田館製糸所　煙突" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126915">蚕都上田　常田館製糸所　煙突</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126915">この煙突に関して2つ、新たに学びがあった。
1つ目はこの煙突は当時、石炭で稼働しており、現在の上田駅とこの煙突のふもとの間にトロッコが通っていたという。当時、物資の輸送は大変重要な役割であった。
2つ目は笠原工業（笠原製糸）が常田館製糸所をこの地に置いた理由は大きく3つあるという。「多くの労働力・都市部や地域内の輸送手段の発達・澄んだ水」である。上田市は当時、人口の8割を超える市民が養蚕業・製糸業に従事していたという。実際、常田館製糸所は2500人の従業員を抱えていた。また、東京・横浜への物資輸送手段が発達していたこと、上田駅と常田館製糸所間にはトロッコが開通していたことから交通が発達していたことがわかる。そして、菅平から流れる澄んだ水を貯水し、水が重要な製糸業に利用していたという。
今</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126914">4</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/720/126914.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田　常田館製糸所　味噌・醤油蔵」常田館製糸所敷地内には味噌・醤油蔵がある。2500人の従業員のお腹を満たすためには毎日、大量の食材が必要になる。そこで上田で有名な味噌と醤油は他の場所から購入するのではなく、自社で作っていたそうだ。大きな樽の細部に年季を感じた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都上田　常田館製糸所　味噌・醤油蔵" title="蚕都上田　常田館製糸所　味噌・醤油蔵" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126914">蚕都上田　常田館製糸所　味噌・醤油蔵</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126914">常田館製糸所敷地内には味噌・醤油蔵がある。2500人の従業員のお腹を満たすためには毎日、大量の食材が必要になる。そこで上田で有名な味噌と醤油は他の場所から購入するのではなく、自社で作っていたそうだ。大きな樽の細部に年季を感じた。</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126913">5</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/720/126913.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田　常田館製糸所　食堂」常田館製糸所の食堂は敷地内に1ヵ所で特に広いわけではなかった。2500人分の3食を毎日用意していたことを思うと驚きだ。この建物の天井は特徴的で、三角屋根であるのだが、てっぺんが外気と接していて、換気扇の役割をしていたという。木造の建物で温かみがあり、当時この小さな食堂が大人数で賑わっている状況をイメージするだけでも上田市が養蚕業・製糸業で盛り上がっていたことがわかる気がした。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都上田　常田館製糸所　食堂" title="蚕都上田　常田館製糸所　食堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126913">蚕都上田　常田館製糸所　食堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126913">常田館製糸所の食堂は敷地内に1ヵ所で特に広いわけではなかった。2500人分の3食を毎日用意していたことを思うと驚きだ。この建物の天井は特徴的で、三角屋根であるのだが、てっぺんが外気と接していて、換気扇の役割をしていたという。木造の建物で温かみがあり、当時この小さな食堂が大人数で賑わっている状況をイメージするだけでも上田市が養蚕業・製糸業で盛り上がっていたことがわかる気がした。</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126911">6</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/720/126911.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田　常田館製糸所　風呂場」常田館製糸所の風呂場だ。上田駅からイオン上田店に行く大通りに建てられているのだが、当時は今の道路の中央くらいに位置していたそうだ。しかし、その後道路の設置が行われることが決まり、建物ごと移動させたそうだ。技術者に委託し、5000万円近くの自己負担で建物の移動を行ったそうだ。
風呂場内は今は平らになっているが、話を聞くうちに当時の湯舟やシャワー場が浮かび上がってきた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都上田　常田館製糸所　風呂場" title="蚕都上田　常田館製糸所　風呂場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126911">蚕都上田　常田館製糸所　風呂場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126911">常田館製糸所の風呂場だ。上田駅からイオン上田店に行く大通りに建てられているのだが、当時は今の道路の中央くらいに位置していたそうだ。しかし、その後道路の設置が行われることが決まり、建物ごと移動させたそうだ。技術者に委託し、5000万円近くの自己負担で建物の移動を行ったそうだ。
風呂場内は今は平らになっているが、話を聞くうちに当時の湯舟やシャワー場が浮かび上がってきた。</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126909">7</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/720/126909.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田　常田館製糸所　オーナー家」常田館製糸所はオーナー宅が敷地内にあったそうだ。オーナーも従業員もともに生活していた。今は当時の従業員の住宅地はないので、このオーナー宅は現存している当時の住居としての重要な意味があるそうだ。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都上田　常田館製糸所　オーナー家" title="蚕都上田　常田館製糸所　オーナー家" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126909">蚕都上田　常田館製糸所　オーナー家</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126909">常田館製糸所はオーナー宅が敷地内にあったそうだ。オーナーも従業員もともに生活していた。今は当時の従業員の住宅地はないので、このオーナー宅は現存している当時の住居としての重要な意味があるそうだ。</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126908">8</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/720/126908.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田　常田館製糸所　天皇来訪」2016年8月23日に天皇皇后両陛下が視察に来られたそうだ。現存する大規模製糸場はここ、常田館製糸場と富岡製糸場だけであり、大変価値がある場所だということが改めて分かった。その際に天皇皇后両陛下の対応にあたった笠原工業の社長に今回お話を伺った。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都上田　常田館製糸所　天皇来訪" title="蚕都上田　常田館製糸所　天皇来訪" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126908">蚕都上田　常田館製糸所　天皇来訪</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126908">2016年8月23日に天皇皇后両陛下が視察に来られたそうだ。現存する大規模製糸場はここ、常田館製糸場と富岡製糸場だけであり、大変価値がある場所だということが改めて分かった。その際に天皇皇后両陛下の対応にあたった笠原工業の社長に今回お話を伺った。</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126907">9</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/720/126907.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所」この蚕保管場所は4階の建物に見えるが実際は5階立てだという。中は風通しを良くする面から窓が特徴的だったり、床に秘密が隠されたりしているそうだ。今回の訪問時は見学できなかったが春以降、見学ができるようになったらまた視察にきたい。現在の建築物で木造5階建ての建物は珍しいという。とても大きく迫力のある建物だった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所" title="蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126907">蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126907">この蚕保管場所は4階の建物に見えるが実際は5階立てだという。中は風通しを良くする面から窓が特徴的だったり、床に秘密が隠されたりしているそうだ。今回の訪問時は見学できなかったが春以降、見学ができるようになったらまた視察にきたい。現在の建築物で木造5階建ての建物は珍しいという。とても大きく迫力のある建物だった。</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126906">10</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/720/126906.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田　笠原組常田館製糸所」2024年1月24日、笠原組常田館製糸所を訪れた。
笠原工業の社長から様々な説明を受けた。
これから、施設の写真とともに説明の要約を記載し、自分の考えたこと・感じたことを中心に投稿していく。

笠原組常田館製糸所は現在も施設見学や職員による概要の説明など、現地調査が十分に行える場所であった。

製糸業の最盛期には当時、2500人近くの従業員がここ、笠原組常田館製糸所で働いていたという。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都上田　笠原組常田館製糸所" title="蚕都上田　笠原組常田館製糸所" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126906">蚕都上田　笠原組常田館製糸所</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126906">2024年1月24日、笠原組常田館製糸所を訪れた。
笠原工業の社長から様々な説明を受けた。
これから、施設の写真とともに説明の要約を記載し、自分の考えたこと・感じたことを中心に投稿していく。

笠原組常田館製糸所は現在も施設見学や職員による概要の説明など、現地調査が十分に行える場所であった。

製糸業の最盛期には当時、2500人近くの従業員がここ、笠原組常田館製糸所で働いていたという。</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126883">11</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/710/126883.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「猫山観音堂」猫山観音像は、「猫山」というちょっとした小山の中腹でにある。養蚕が盛んであった頃は、鼠除けの霊験があるとして、村人から厚い信仰が寄せられていた。江戸・明治・大正と、この地方の主要産業の「お蚕様」を守ったとされている。 この場所は、「猫山」というちょっとした小山の中腹です"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="猫山観音堂" title="猫山観音堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126883">猫山観音堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126883">猫山観音像は、「猫山」というちょっとした小山の中腹でにある。養蚕が盛んであった頃は、鼠除けの霊験があるとして、村人から厚い信仰が寄せられていた。江戸・明治・大正と、この地方の主要産業の「お蚕様」を守ったとされている。 この場所は、「猫山」というちょっとした小山の中腹です</a></td><td class="date">2024-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126806">12</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/706/126806.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕のサナギ」　前回イナゴを中心に信州の昆虫食について紹介したが、今回を含めあと三回投稿する。今回の主役は蚕だ。
　上田市は過去、蚕糸業において国内でも有数の産地として名を馳せていた。今は蚕糸業は見る影もないのだが、現在のその面影を拝むことができる。その一つが蚕のサナギの佃煮である。前回紹介を失念していたが、イナゴ、蚕のさなぎ、次に紹介する蜂の子、ザザムシの佃煮は伊那市の食品会社「つかはら」で製造された物である。購入したのはツルヤ神畑店である。（身近に売っていて驚いた。）
　蚕の歴史をさかのぼると、195年、百済によって蚕種が日本に伝えられ、283年には養蚕と絹織物の技術が伝えられた。実は日本では生糸だけではなく蚕種の輸出も経済発展を支えていた。韓国、中国、タイなどを中心とした東アジア地域では高級"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="蚕のサナギ" title="蚕のサナギ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126806">蚕のサナギ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126806">　前回イナゴを中心に信州の昆虫食について紹介したが、今回を含めあと三回投稿する。今回の主役は蚕だ。
　上田市は過去、蚕糸業において国内でも有数の産地として名を馳せていた。今は蚕糸業は見る影もないのだが、現在のその面影を拝むことができる。その一つが蚕のサナギの佃煮である。前回紹介を失念していたが、イナゴ、蚕のさなぎ、次に紹介する蜂の子、ザザムシの佃煮は伊那市の食品会社「つかはら」で製造された物である。購入したのはツルヤ神畑店である。（身近に売っていて驚いた。）
　蚕の歴史をさかのぼると、195年、百済によって蚕種が日本に伝えられ、283年には養蚕と絹織物の技術が伝えられた。実は日本では生糸だけではなく蚕種の輸出も経済発展を支えていた。韓国、中国、タイなどを中心とした東アジア地域では高級</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126805">13</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/706/126805.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「イナゴ」　今回は信州の珍味の一つイナゴについて調査した。というのも、現在様々なフィールドで昆虫食が話題を呼んでおり、今後の食糧問題や、宇宙食の代表品目として注目されることが増えてきた。長野県（主に南部）では昆虫を食べる文化があったと聞き、さらに上田市でも養蚕業の傍ら蚕のサナギを食べることもあったという。長野県は100年ほど前に一般的に家庭で食べられていたイナゴや蜂の子の佃煮を商品化したことで県内に昆虫食が普及したのだという。現在では好んで昆虫を食べる人は少なくなってしまったが、現在でもザザムシを使った新商品を開発した高校生がおり、未開の昆虫食の可能性があるといえる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="イナゴ" title="イナゴ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126805">イナゴ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126805">　今回は信州の珍味の一つイナゴについて調査した。というのも、現在様々なフィールドで昆虫食が話題を呼んでおり、今後の食糧問題や、宇宙食の代表品目として注目されることが増えてきた。長野県（主に南部）では昆虫を食べる文化があったと聞き、さらに上田市でも養蚕業の傍ら蚕のサナギを食べることもあったという。長野県は100年ほど前に一般的に家庭で食べられていたイナゴや蜂の子の佃煮を商品化したことで県内に昆虫食が普及したのだという。現在では好んで昆虫を食べる人は少なくなってしまったが、現在でもザザムシを使った新商品を開発した高校生がおり、未開の昆虫食の可能性があるといえる。</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126647">14</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/726/126647.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「群馬県と長野県の養蚕の違い」群馬県と長野県の両県はどちらも養蚕が盛んに行われているため、どのような違いがあるのかについて調べました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="群馬県と長野県の養蚕の違い" title="群馬県と長野県の養蚕の違い" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126647">群馬県と長野県の養蚕の違い</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126647">群馬県と長野県の両県はどちらも養蚕が盛んに行われているため、どのような違いがあるのかについて調べました。</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126635">15</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/845/126635.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田紬」長野県の上田市、飯田市、松本市、岡山市、駒ケ根市周辺などで生産されている絹織物の総称を「信州紬」という。
信州紬の種類として上田紬、飯田紬、伊那紬、松本紬の四種類ある。上田市の上田紬とは江戸時代に信州紬の中で最も有名だった紬の着物である。昔は愛染系の縞柄が基調の着物だったため、「上田縞」とも呼ばれていた。特徴として縞と格子柄で丈夫でしなやかな風合いである。
この上田紬の織りを体験できる場所として「織りの休日俱楽部」がある。そこではストールが作れる。一ヵ月に一回と開催日が少なく、参加費も一万二千円と高めではある。
このような体験は上田市に限らず、他の地域でも行われていることが分かった。
上田紬についてもう少し詳しく調べてみた。
生糸に適さない屑繭を真綿にし、 真綿からつむいだ紬糸"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="上田紬" title="上田紬" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126635">上田紬</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126635">長野県の上田市、飯田市、松本市、岡山市、駒ケ根市周辺などで生産されている絹織物の総称を「信州紬」という。
信州紬の種類として上田紬、飯田紬、伊那紬、松本紬の四種類ある。上田市の上田紬とは江戸時代に信州紬の中で最も有名だった紬の着物である。昔は愛染系の縞柄が基調の着物だったため、「上田縞」とも呼ばれていた。特徴として縞と格子柄で丈夫でしなやかな風合いである。
この上田紬の織りを体験できる場所として「織りの休日俱楽部」がある。そこではストールが作れる。一ヵ月に一回と開催日が少なく、参加費も一万二千円と高めではある。
このような体験は上田市に限らず、他の地域でも行われていることが分かった。
上田紬についてもう少し詳しく調べてみた。
生糸に適さない屑繭を真綿にし、 真綿からつむいだ紬糸</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126525">16</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126525.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩田平で発見、猫瓦では？」塩田平の前山寺近くのところでふと目にとまったこの瓦。猫瓦ではないでしょうか？　むろんこの地域、旧「西塩田村」も蚕種製造、養蚕は盛んだったわけで、まだまだ猫瓦が残っている可能性があります。

蚕種製造が盛んだった塩尻地区、特に上塩尻に猫瓦が多く残っていますが、塩田平にもあるのですね。昔の画像を何気なく見ていたらパッと目にとまりました。思いがけない発見です。(2009/02/07記録)"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126525.jpg" alt="塩田平で発見、猫瓦では？" title="塩田平で発見、猫瓦では？" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126525">塩田平で発見、猫瓦では？</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126525">塩田平の前山寺近くのところでふと目にとまったこの瓦。猫瓦ではないでしょうか？　むろんこの地域、旧「西塩田村」も蚕種製造、養蚕は盛んだったわけで、まだまだ猫瓦が残っている可能性があります。

蚕種製造が盛んだった塩尻地区、特に上塩尻に猫瓦が多く残っていますが、塩田平にもあるのですね。昔の画像を何気なく見ていたらパッと目にとまりました。思いがけない発見です。(2009/02/07記録)</a></td><td class="date">2024-01-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125542">17</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/239/125542.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学生の地域探究テーマ2023」【第3回課題10/19】信州上田学2023/マイサイトと探究テーマ　

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

▼社会福祉学部学生
1　長野県の自然
2　蚕都上田はどのようにして生まれたか
3　上田の地域の特徴から、福祉に活用できる社会資源を考える。
4　上田にある文化財について
5　上田市の特産物にはなにがあるのか、特産物と気候や地形との関係、特産物を使った料理について
6　上田市の食とそこから見る地域の特性
7　上田城の季節による変化
8　食と福祉（飲食店と社会福祉施設、養護施設との連携）
9　真田幸村と上田の関わり
10　なぜ上田には晴れが多いのか
11　別所温泉の自然風景とその風景に関する歴史学的・地理学的な知識
12　上田と福祉について
13　上田市内の地区の名前の由来について
14　上田市は子育てや生活をする上で、便利な地なのかどうか
15　上田市の子ど</a></td><td class="date">2023-10-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125301">18</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/191/125301.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田マップ２【上小地域】」「上小(じょうしょう)」は上田小県の略称です。当初の上田市はエリアが小さく「蚕都上田」は「上田小県」を意味していました。「塩尻地区」「塩田地区」「旧丸子町」などが該当します。
<div align=center><table bgcolor=beige border=1 bordercolor=red><tr><td><h1><a href=http://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/files/pdf/santomap/a2.pdf>蚕都上田マップ２【上小地域】を見る</a></h1></td></tr></table></div>
小県(ちいさがた)は蚕都上田を支える後背地域であった。千曲川沿岸では養蚕とともに蚕種製造業が発達した。丸子町は岡谷、須坂と並ぶ製糸都市に成長した。
（マップ解説文から編集）

基図『小県郡及上田市地図』(信濃教育会小県上田部会, 1930年)
制作　蚕都上田プロジェクトマップ部会
発行日　2010年3月31日"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/191/thumbnails/125301.jpg" alt="蚕都上田マップ２【上小地域】" title="蚕都上田マップ２【上小地域】" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125301">蚕都上田マップ２【上小地域】</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125301">「上小(じょうしょう)」は上田小県の略称です。当初の上田市はエリアが小さく「蚕都上田」は「上田小県」を意味していました。「塩尻地区」「塩田地区」「旧丸子町」などが該当します。
<div align=center><table bgcolor=beige border=1 bordercolor=red><tr><td><h1><a href=http://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/files/pdf/santomap/a2.pdf>蚕都上田マップ２【上小地域】を見る</a></h1></td></tr></table></div>
小県(ちいさがた)は蚕都上田を支える後背地域であった。千曲川沿岸では養蚕とともに蚕種製造業が発達した。丸子町は岡谷、須坂と並ぶ製糸都市に成長した。
（マップ解説文から編集）

基図『小県郡及上田市地図』(信濃教育会小県上田部会, 1930年)
制作　蚕都上田プロジェクトマップ部会
発行日　2010年3月31日</a></td><td class="date">2023-10-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125225">19</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/125225.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「鬼怒川は絹川？」北関東自動車道を茨城から栃木方面へ。途中、鬼怒川を越えます。河川敷が広い！　この橋の地点は栃木県上三川町になります。結城紬でも知られる結城地方はこの地点より南にあり、日本で最も古い養蚕の地とされています。

蚕の化身・黄金姫が海からこの地域にやってきたと言う伝説があります。暴れ川の鬼怒川は鬼が怒る川と書きますが、元々は絹川ではなかったかとの説があります。鬼怒と絹は大違い。できれば鬼怒でなく絹としたい。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125225.jpg" alt="鬼怒川は絹川？" title="鬼怒川は絹川？" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125225">鬼怒川は絹川？</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125225">北関東自動車道を茨城から栃木方面へ。途中、鬼怒川を越えます。河川敷が広い！　この橋の地点は栃木県上三川町になります。結城紬でも知られる結城地方はこの地点より南にあり、日本で最も古い養蚕の地とされています。

蚕の化身・黄金姫が海からこの地域にやってきたと言う伝説があります。暴れ川の鬼怒川は鬼が怒る川と書きますが、元々は絹川ではなかったかとの説があります。鬼怒と絹は大違い。できれば鬼怒でなく絹としたい。</a></td><td class="date">2023-09-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=124978">20</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/124978.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕種：蚕種製造の現場・交尾割愛作業」上田蚕種株式会社での蚕種製造の様子。これが養蚕の原料となる蚕の卵の生産現場です。来年の養蚕の原料となります。6/23、この日は蛹から羽化したオスメスの蚕蛾を交尾させ割愛する作業を記録しました。１年に一度の貴重な蚕種製造の現場です。既に産卵した蛾も。中国種、日本種の異なる品種を掛け合わせることにより養蚕用の蚕種を製造します。作業員の手際よい作業ぶりにも感心しました。貴重な蚕種製造の現場が記録できました。ビデオ映像は後日公開します。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/124978.jpg" alt="上田蚕種：蚕種製造の現場・交尾割愛作業" title="上田蚕種：蚕種製造の現場・交尾割愛作業" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=124978">上田蚕種：蚕種製造の現場・交尾割愛作業</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=124978">上田蚕種株式会社での蚕種製造の様子。これが養蚕の原料となる蚕の卵の生産現場です。来年の養蚕の原料となります。6/23、この日は蛹から羽化したオスメスの蚕蛾を交尾させ割愛する作業を記録しました。１年に一度の貴重な蚕種製造の現場です。既に産卵した蛾も。中国種、日本種の異なる品種を掛け合わせることにより養蚕用の蚕種を製造します。作業員の手際よい作業ぶりにも感心しました。貴重な蚕種製造の現場が記録できました。ビデオ映像は後日公開します。</a></td><td class="date">2023-08-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55370">21</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/055370.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕種：蚕種製造の現場・雄雌鑑別」かつての日本の基幹産業・蚕糸業を支えた蚕種製造業。6/15、上田蚕種株式会社で養蚕農家から集荷した繭から蛹を取り出し、雄雌を鑑別する作業が行われました。その貴重な作業風景を学生と映像記録、これからネット等へ出していきます。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/055370.jpg" alt="上田蚕種：蚕種製造の現場・雄雌鑑別" title="上田蚕種：蚕種製造の現場・雄雌鑑別" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55370">上田蚕種：蚕種製造の現場・雄雌鑑別</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55370">かつての日本の基幹産業・蚕糸業を支えた蚕種製造業。6/15、上田蚕種株式会社で養蚕農家から集荷した繭から蛹を取り出し、雄雌を鑑別する作業が行われました。その貴重な作業風景を学生と映像記録、これからネット等へ出していきます。</a></td><td class="date">2023-06-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55234">22</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/423/055234.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「猫瓦」猫瓦という瓦を知っていますか。猫瓦とは蚕を食べるネズミの天敵である猫を模した瓦のことです。上塩尻という地域は蚕種、養蚕が盛んであったため猫瓦が多くみられます。猫瓦にも様々な形、文様があり、意味にも違いがあります。昔の方は瓦で願い、思いを表現していて面白いと思います。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/423/thumbnails/055234.jpg" alt="猫瓦" title="猫瓦" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55234">猫瓦</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55234">猫瓦という瓦を知っていますか。猫瓦とは蚕を食べるネズミの天敵である猫を模した瓦のことです。上塩尻という地域は蚕種、養蚕が盛んであったため猫瓦が多くみられます。猫瓦にも様々な形、文様があり、意味にも違いがあります。昔の方は瓦で願い、思いを表現していて面白いと思います。</a></td><td class="date">2023-05-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54554">23</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/239/054554.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学生による地域キュレーション2022(信州上田学A受講生)」長野大学の地域科目「信州上田学A」を受講した学生が「信州上田」を接点とした地域キュレーションの学習成果です。タイトルを選ぶとその学生のマイサイトを表示します。

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

▼カテゴリ１：蚕都上田
<font color=maroon>【1】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/f22012>長野県の中でなぜ上田市が蚕都で有名なのか</a>
<font color=maroon>【2】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/coron850>上田の養蚕の歴史を掘り下げ、伝え続けるには。</a>
<font color=maroon>【3】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/harujinblue115>蚕都上田の歴史と未来</a>
<font color=maroon>【4】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/cloud15>製糸業の歴史</a>
<font color=maroon>【5】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/clmiduki27>蚕都上田の歴史</a>
<font color=maroon>【6】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/little0181>蚕都上田</a></td><td class="date">2023-02-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54534">24</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=54510">25</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/631/054510.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕糸専門学校」また、明治43年には上田蚕糸専門学校（現・信州大学）が設立された。中等教育期間である小県産業高校と、高等教育機関である上田蚕糸専門学校が上田に作られたことは、上田の養蚕業・蚕糸業の繁栄ぶりが窺える。
現在の信州大学繊維学部は、日本で唯一の繊維学部である。


参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

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


参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

▼この資料は以下から参照できます
ぶ「信州大学繊維学部」
https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=11526
（2023/02/06）</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54507">26</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/631/054507.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「養蚕演劇「蚕影様物語」」小説の物語の説明に出てきた養蚕演劇とは、養蚕に関わった人々の暮らしや養蚕の歴史をテーマとした演劇である。それは現在でも公演されており、近いところだと2023年3月に群馬県高崎市で公演がある。これは、明治期に雹害により大きな被害を受けた、群馬県の養蚕農家の惨状を後世に伝える物語だ。

参考サイト：高崎市ホームページ

▼この資料は以下から参照できます。
養蚕演劇「蚕影様物語」
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2022120100055/
（2023/02/06閲覧）"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="養蚕演劇「蚕影様物語」" title="養蚕演劇「蚕影様物語」" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54507">養蚕演劇「蚕影様物語」</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54507">小説の物語の説明に出てきた養蚕演劇とは、養蚕に関わった人々の暮らしや養蚕の歴史をテーマとした演劇である。それは現在でも公演されており、近いところだと2023年3月に群馬県高崎市で公演がある。これは、明治期に雹害により大きな被害を受けた、群馬県の養蚕農家の惨状を後世に伝える物語だ。

参考サイト：高崎市ホームページ

▼この資料は以下から参照できます。
養蚕演劇「蚕影様物語」
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2022120100055/
（2023/02/06閲覧）</a></td><td class="date">2023-02-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54382">27</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/631/054382.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「サントミューゼ」上田市には上田市交流文化センター「サントミューゼ」がある。サントミューゼという名前は「蚕都（さんと）」に由来する。立派な大ホールでは、しばしばミュージカル、演劇など様々な芸術を鑑賞することができるので、興味を持った方がいたらぜひ足を運んでほしい。

参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

▼この資料は以下から参照できます
yin「市民の交流の場　サントミューゼ」
https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=11229
（2023/01/27）


以上のことから、上田と養蚕は切っても切れない関係であることがわかった。上田市の発展は、養蚕の発展によるものと言っても過言ではない。また、養蚕と演劇にも関係があることがわかった。演劇は、リアルに、生で感情や想いを伝えられる・受けとれる手段であり、養蚕の歴史を残すための手"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="サントミューゼ" title="サントミューゼ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54382">サントミューゼ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54382">上田市には上田市交流文化センター「サントミューゼ」がある。サントミューゼという名前は「蚕都（さんと）」に由来する。立派な大ホールでは、しばしばミュージカル、演劇など様々な芸術を鑑賞することができるので、興味を持った方がいたらぜひ足を運んでほしい。

参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

▼この資料は以下から参照できます
yin「市民の交流の場　サントミューゼ」
https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=11229
（2023/01/27）


以上のことから、上田と養蚕は切っても切れない関係であることがわかった。上田市の発展は、養蚕の発展によるものと言っても過言ではない。また、養蚕と演劇にも関係があることがわかった。演劇は、リアルに、生で感情や想いを伝えられる・受けとれる手段であり、養蚕の歴史を残すための手</a></td><td class="date">2023-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54360">28</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/325/054360.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田紬の歴史＜繁栄＞」今回は上田紬がいつどうやって繁栄していったのかをまとめました。
上田紬は400年ほど前に戦国武将の1人して名高い真田昌幸が上田城が築いた時に、地場産業として奨励された真田家が麻つくった「真田織」が元になっています。
その後、上田地域の気候や風土が向いていたということもあり、蚕種業や養蚕業が盛んに行われ、現在の上田紬が形成され、江戸中期には京都や江戸の多くの人々に愛用され、日本三大紬の１つとなりました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/325/thumbnails/054360.jpg" alt="上田紬の歴史＜繁栄＞" title="上田紬の歴史＜繁栄＞" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54360">上田紬の歴史＜繁栄＞</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54360">今回は上田紬がいつどうやって繁栄していったのかをまとめました。
上田紬は400年ほど前に戦国武将の1人して名高い真田昌幸が上田城が築いた時に、地場産業として奨励された真田家が麻つくった「真田織」が元になっています。
その後、上田地域の気候や風土が向いていたということもあり、蚕種業や養蚕業が盛んに行われ、現在の上田紬が形成され、江戸中期には京都や江戸の多くの人々に愛用され、日本三大紬の１つとなりました。</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54291">29</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=54285">30</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=54212">31</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/494/054212.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕種業における歴史的建築物について」　かつて蚕種業で栄えた上田を参考に地域を活性化していく方法を模索した。
　建築物の特徴としては、作業を行いやすいよう、屋敷をつなぐ渡り廊下跡があり、温度調節のための木造の暖房施設があった。発展を示す跡として、屋敷が多く建ててあり、家紋付きの瓦や蔵など当時の発展の象徴が多くあった。
　今回の建築物は上田市上塩尻の建築を参考にさせていただいたが、養蚕に関わる設備跡はもちろん、目地時代当時の発展の様子や当時の文化を表すもの（家紋・猫瓦）が実在する資料として現存していた。これらの建築物は国登録有形文化財にもなっており、価値が高いものになっている。
　今回のイベントを介して、建築物を見学することができたがそれらを通して、別の気づきがあった。地域の方が蚕種業の歴史を詳しく知らない方がほと"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕種業における歴史的建築物について" title="蚕種業における歴史的建築物について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54212">蚕種業における歴史的建築物について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54212">　かつて蚕種業で栄えた上田を参考に地域を活性化していく方法を模索した。
　建築物の特徴としては、作業を行いやすいよう、屋敷をつなぐ渡り廊下跡があり、温度調節のための木造の暖房施設があった。発展を示す跡として、屋敷が多く建ててあり、家紋付きの瓦や蔵など当時の発展の象徴が多くあった。
　今回の建築物は上田市上塩尻の建築を参考にさせていただいたが、養蚕に関わる設備跡はもちろん、目地時代当時の発展の様子や当時の文化を表すもの（家紋・猫瓦）が実在する資料として現存していた。これらの建築物は国登録有形文化財にもなっており、価値が高いものになっている。
　今回のイベントを介して、建築物を見学することができたがそれらを通して、別の気づきがあった。地域の方が蚕種業の歴史を詳しく知らない方がほと</a></td><td class="date">2023-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54168">32</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/575/054168.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「名工の社殿と養蚕農家　～上田市下堀地区～」信濃国分寺駅の南側に位置する下堀地区です。
ここには堀川神社があり、今でも地区住民によって守られています。

拝殿は一見シンプルですが、本殿を見ると見事な装飾があります。これは1886年（明治19年）に上田の名工竹内八十吉によって掘られたものです。八十吉は1815年（文化12年）から1898年（明治31年）まで活躍した諏訪立川流の大工で、堀川神社以外にも信濃国分寺の本殿の彫刻も掘っている。

次に下堀地区は養蚕業で栄えていた地区である。その証拠がこの石垣である。
これは、ぼたもち積みと呼ばれる積み方でお金持ちの家しか作ることができない石垣である。https://d-commons.net/upload/4/575/054168_0023_006.jpg養蚕業で儲けていたからこそできる石垣で、当時は養蚕農家それぞれが競い合って家を建てていたそうだ。それほどまでにこの地区の養"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="名工の社殿と養蚕農家　～上田市下堀地区～" title="名工の社殿と養蚕農家　～上田市下堀地区～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54168">名工の社殿と養蚕農家　～上田市下堀地区～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54168">信濃国分寺駅の南側に位置する下堀地区です。
ここには堀川神社があり、今でも地区住民によって守られています。

拝殿は一見シンプルですが、本殿を見ると見事な装飾があります。これは1886年（明治19年）に上田の名工竹内八十吉によって掘られたものです。八十吉は1815年（文化12年）から1898年（明治31年）まで活躍した諏訪立川流の大工で、堀川神社以外にも信濃国分寺の本殿の彫刻も掘っている。

次に下堀地区は養蚕業で栄えていた地区である。その証拠がこの石垣である。
これは、ぼたもち積みと呼ばれる積み方でお金持ちの家しか作ることができない石垣である。https://d-commons.net/upload/4/575/054168_0023_006.jpg養蚕業で儲けていたからこそできる石垣で、当時は養蚕農家それぞれが競い合って家を建てていたそうだ。それほどまでにこの地区の養</a></td><td class="date">2023-01-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54153">33</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕業方法」自然の通風を重視した養蚕法である「清涼育」、温度と湿度を管理する養蚕法である「清温育」がある。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕業方法" title="蚕業方法" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54153">蚕業方法</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54153">自然の通風を重視した養蚕法である「清涼育」、温度と湿度を管理する養蚕法である「清温育」がある。</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54148">34</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕業の施設」長野県上田市では、かつては蚕業が盛んな地域であった。それを象徴するのが常田館製糸場である。この製糸場は明治33年創業の歴史ある建造物である。当時の養蚕業は日本の近代化の原動力であり、様々な箇所で利用されていた。この施設では、室温度、通風、乾燥などを整えることで、一年を通して平均的に生糸を生産することが可能となっていた。
木造5階建繭倉庫、鉄筋コンクリート5階建倉庫群などは、国指定重要文化財に指定されている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕業の施設" title="蚕業の施設" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54148">蚕業の施設</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54148">長野県上田市では、かつては蚕業が盛んな地域であった。それを象徴するのが常田館製糸場である。この製糸場は明治33年創業の歴史ある建造物である。当時の養蚕業は日本の近代化の原動力であり、様々な箇所で利用されていた。この施設では、室温度、通風、乾燥などを整えることで、一年を通して平均的に生糸を生産することが可能となっていた。
木造5階建繭倉庫、鉄筋コンクリート5階建倉庫群などは、国指定重要文化財に指定されている。</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54115">35</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/494/054115.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都から学ぶ発展のコツ」　かつて蚕種業で栄えた上田を参考に地域を活性化していく方法を模索した。
　今回僕が行ったこととして、上田上塩尻にある養蚕に関わる建築物を見学し、地域が発展するために必要なことを探求した。
　建築物の特徴としては、作業を行いやすいよう、屋敷をつなぐ渡り廊下跡があり、温度調節のための木造の暖房施設があった。発展を示す跡として、屋敷が多く建ててあり、家紋付きの瓦や蔵など当時の発展の象徴が多くあった。
　僕はイベントを介して、建築物を見学することができたがそれらを通して、別の気づきがあった。地域の方が養蚕の歴史を詳しく知らない方がほとんどだった。今回のイベントに参加して重要性に気付いた方がほとんどだった。地域を活かすにはまず地域の人が地域について理解することで地域が活性化するのではな"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都から学ぶ発展のコツ" title="蚕都から学ぶ発展のコツ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54115">蚕都から学ぶ発展のコツ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54115">　かつて蚕種業で栄えた上田を参考に地域を活性化していく方法を模索した。
　今回僕が行ったこととして、上田上塩尻にある養蚕に関わる建築物を見学し、地域が発展するために必要なことを探求した。
　建築物の特徴としては、作業を行いやすいよう、屋敷をつなぐ渡り廊下跡があり、温度調節のための木造の暖房施設があった。発展を示す跡として、屋敷が多く建ててあり、家紋付きの瓦や蔵など当時の発展の象徴が多くあった。
　僕はイベントを介して、建築物を見学することができたがそれらを通して、別の気づきがあった。地域の方が養蚕の歴史を詳しく知らない方がほとんどだった。今回のイベントに参加して重要性に気付いた方がほとんどだった。地域を活かすにはまず地域の人が地域について理解することで地域が活性化するのではな</a></td><td class="date">2023-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42651">36</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/490/042651.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市マルチメディア情報センター」上田市マルチメディア情報センターは、長野大学の少し上に位置している、情報化を総合的に支援する環境が整っている施設である。

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

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

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

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

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

●「上田つむぎ」信越放送　1964年1月16日放送／上田紬／私たちの周辺
人手を要する養蚕は機械化をする必要はあるが、あまりにも機械化をしてしまうと伝統が欠如してしまう可能性があるとのこと。
手織りのものは個人に合わせて作</a></td><td class="date">2023-01-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11715">37</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/484/011715.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「現代にも伝わる養蚕」上田市の小学校では、３・４年時に蚕を育てる学校が数多くあります。塩川小学校では、８月に上田市常田にある「上田蚕種」から蚕種を譲り受け、９月下旬頃に繭になるまで育てます。小学校生活の思い出として強烈に残る学年行事です。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/484/thumbnails/011715.jpg" alt="現代にも伝わる養蚕" title="現代にも伝わる養蚕" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11715">現代にも伝わる養蚕</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11715">上田市の小学校では、３・４年時に蚕を育てる学校が数多くあります。塩川小学校では、８月に上田市常田にある「上田蚕種」から蚕種を譲り受け、９月下旬頃に繭になるまで育てます。小学校生活の思い出として強烈に残る学年行事です。</a></td><td class="date">2023-01-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11709">38</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/484/011709.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「桑の葉を上田名物へ（？）」養蚕業の名所となった上田ですが、近年は正直見向きもされないような産業です。そこで、上田でよく採れた桑の葉を用いてお茶やお菓子を作り、お土産として売り出そうという動きがあります。「みすゞ飴」などで有名な飯島商店は「桑の葉糖」というお菓子を、上田市観光協会では石鹸を作るなど、自地域の特色を十分に発揮した商品を売り出しています。上田駅などにもあるのでお土産にどうぞ。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/484/thumbnails/011709.png" alt="桑の葉を上田名物へ（？）" title="桑の葉を上田名物へ（？）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11709">桑の葉を上田名物へ（？）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11709">養蚕業の名所となった上田ですが、近年は正直見向きもされないような産業です。そこで、上田でよく採れた桑の葉を用いてお茶やお菓子を作り、お土産として売り出そうという動きがあります。「みすゞ飴」などで有名な飯島商店は「桑の葉糖」というお菓子を、上田市観光協会では石鹸を作るなど、自地域の特色を十分に発揮した商品を売り出しています。上田駅などにもあるのでお土産にどうぞ。</a></td><td class="date">2022-12-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11693">39</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/484/011693.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「養蚕業が作った大屋駅」今は街の中心となっている大屋駅ですが、その開業には養蚕がかかわっていました。
当時養蚕が盛んだった諏訪地域から東京へ生糸・蚕種を運ぶ際、元来は田中駅を利用していました。しかし、諏訪から田中に向かう道は険しく、長和町というところから峠道がありました。ここで、長和から丸子に向かい、大屋で列車に乗せるルートが考案され、大屋駅ができたのです。
その後大屋駅周辺は栄え、特急列車も止まるようになりました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/484/thumbnails/011693.png" alt="養蚕業が作った大屋駅" title="養蚕業が作った大屋駅" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11693">養蚕業が作った大屋駅</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11693">今は街の中心となっている大屋駅ですが、その開業には養蚕がかかわっていました。
当時養蚕が盛んだった諏訪地域から東京へ生糸・蚕種を運ぶ際、元来は田中駅を利用していました。しかし、諏訪から田中に向かう道は険しく、長和町というところから峠道がありました。ここで、長和から丸子に向かい、大屋で列車に乗せるルートが考案され、大屋駅ができたのです。
その後大屋駅周辺は栄え、特急列車も止まるようになりました。</a></td><td class="date">2022-12-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11655">40</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/501/011655.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「受け継がれる蚕都の伝統」　今でも養蚕が盛んだったころのまま姿を残す建物がある。上田蚕種株式会社の建物である。
　また一方で、新しい施設に「サント(蚕都)」と名付けられた例もある。「上田市交流文化芸術センター サントミューゼ」はホール、美術館の他に交流芝生広場があり住民の憩いの場となっている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="受け継がれる蚕都の伝統" title="受け継がれる蚕都の伝統" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11655">受け継がれる蚕都の伝統</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11655">　今でも養蚕が盛んだったころのまま姿を残す建物がある。上田蚕種株式会社の建物である。
　また一方で、新しい施設に「サント(蚕都)」と名付けられた例もある。「上田市交流文化芸術センター サントミューゼ」はホール、美術館の他に交流芝生広場があり住民の憩いの場となっている。</a></td><td class="date">2022-12-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11654">41</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/501/011654.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田紬」　現代でも蚕の繭から紡ぐ紬は上田紬というブランドで親しまれている。着物だけでなく、ストールやがま口などの小物、アクセサリーにもなり人々の暮らしを彩っている。上田紬を身につけているとなんだか心が安らぐ気がする。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田紬" title="上田紬" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11654">上田紬</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11654">　現代でも蚕の繭から紡ぐ紬は上田紬というブランドで親しまれている。着物だけでなく、ストールやがま口などの小物、アクセサリーにもなり人々の暮らしを彩っている。上田紬を身につけているとなんだか心が安らぐ気がする。</a></td><td class="date">2022-12-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11650">42</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州で養蚕が盛んなワケ」　なぜ長野県で養蚕が盛んになったのだろうか。
　蚕を育てるには桑の葉が必要だ。その桑を栽培するのに信州の山がちな土地は適していたのだ。日当たりがよく、水はけがよいという条件が揃っていたため桑の栽培が進み養蚕業の発展につながった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="信州で養蚕が盛んなワケ" title="信州で養蚕が盛んなワケ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11650">信州で養蚕が盛んなワケ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11650">　なぜ長野県で養蚕が盛んになったのだろうか。
　蚕を育てるには桑の葉が必要だ。その桑を栽培するのに信州の山がちな土地は適していたのだ。日当たりがよく、水はけがよいという条件が揃っていたため桑の栽培が進み養蚕業の発展につながった。</a></td><td class="date">2022-12-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11645">43</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の養蚕」　他県よりずば抜けて養蚕が盛んだった長野県の中でも上田は特に養蚕業で栄えていた。
　それは、千曲川の恩恵によるものである。上田盆地は桑の栽培に適していただけでなく、年間降水量が少ないことで蚕の飼育にも適していた。上田は、蚕の餌となる桑の栽培にも、蚕の生育にも適した土地であるという要素が重なって生まれた”蚕都”なのである。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の養蚕" title="上田の養蚕" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11645">上田の養蚕</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11645">　他県よりずば抜けて養蚕が盛んだった長野県の中でも上田は特に養蚕業で栄えていた。
　それは、千曲川の恩恵によるものである。上田盆地は桑の栽培に適していただけでなく、年間降水量が少ないことで蚕の飼育にも適していた。上田は、蚕の餌となる桑の栽培にも、蚕の生育にも適した土地であるという要素が重なって生まれた”蚕都”なのである。</a></td><td class="date">2022-12-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11640">44</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市における蚕を活かした都市開発」上田市の景観形成における蚕の役割として、蚕都としての歴史性を重視するというものがある。上田市の景観計画の一部として、かつて栄えていた城下町や養蚕が盛んであった地域周辺の家屋、並びに歴史的資産や街並みの保全をしながら活用することを都市計画の一部に組み込んでいる。特に、建築物や工作物においては蚕室造りといった伝統的な様式の建築物を継承または意匠することを景観における基準としている。また、色彩においても蚕都としての風情を感じることができる落ち着いた色調を求めている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田市における蚕を活かした都市開発" title="上田市における蚕を活かした都市開発" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11640">上田市における蚕を活かした都市開発</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11640">上田市の景観形成における蚕の役割として、蚕都としての歴史性を重視するというものがある。上田市の景観計画の一部として、かつて栄えていた城下町や養蚕が盛んであった地域周辺の家屋、並びに歴史的資産や街並みの保全をしながら活用することを都市計画の一部に組み込んでいる。特に、建築物や工作物においては蚕室造りといった伝統的な様式の建築物を継承または意匠することを景観における基準としている。また、色彩においても蚕都としての風情を感じることができる落ち着いた色調を求めている。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11637">45</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/494/011637.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕種上田④　旧清水喜左衛門邸」今回は旧清水喜左衛門邸についてだ。
この住宅にも旧馬場藤四郎邸同様、瓦に家紋があり蔵もある。この近辺には家紋付きの家や蔵の県知育が多く見られ、改めて養蚕業による発展の規模を実感した。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕種上田④　旧清水喜左衛門邸" title="蚕種上田④　旧清水喜左衛門邸" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11637">蚕種上田④　旧清水喜左衛門邸</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11637">今回は旧清水喜左衛門邸についてだ。
この住宅にも旧馬場藤四郎邸同様、瓦に家紋があり蔵もある。この近辺には家紋付きの家や蔵の県知育が多く見られ、改めて養蚕業による発展の規模を実感した。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11636">46</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/576/011636.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕影社」上田の最初の町の成型として考えられるのが蚕影社であり、神畑にあるこの社は28か所あるとされている神社の一つである。この神社群は養蚕の神を奉り、蚕の安定を図るために作られた。そのような経過を経て、上田地方では養蚕の拡大に伴い各地で養蚕振興が盛んになったことがうかがえる。また、神社は古代における村や集落の中心であったため、昔から現在にかけてまで、蚕は街づくりの基盤となっていたと考えることができる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕影社" title="蚕影社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11636">蚕影社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11636">上田の最初の町の成型として考えられるのが蚕影社であり、神畑にあるこの社は28か所あるとされている神社の一つである。この神社群は養蚕の神を奉り、蚕の安定を図るために作られた。そのような経過を経て、上田地方では養蚕の拡大に伴い各地で養蚕振興が盛んになったことがうかがえる。また、神社は古代における村や集落の中心であったため、昔から現在にかけてまで、蚕は街づくりの基盤となっていたと考えることができる。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11635">47</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/529/011635.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「養蚕業が衰退した理由」日本の繭生産量は、今から約90年前1930年（昭和5年）の40万トンをピークに減少し、昭和40年代に持ち直しの傾向が見られたものの、2016年（平成28年）には約130トンまで落ち込んでしまいました。繭生産量の減少に伴う製糸業の衰退も著しく、昭和34年には1871工場あった国内製糸工場数は、平成26年にはわずか7工場を残すのみとなってしまいました。
日本の絹産業は、生糸の原料となる蚕の繭を作る養蚕農家から、生糸を作る製糸業者へ。そして絹織物業者へという流れから、おもに着物や帯などに加工・縫製されて小売される形になっている。
衰退した理由としては和装から洋装へ変化する「和装離れ」により需要そのものが減少したと考えられている。価格競争で中国などから低価格繭の流入や、後継者不足など社会構造の変化も考えられます。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="養蚕業が衰退した理由" title="養蚕業が衰退した理由" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11635">養蚕業が衰退した理由</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11635">日本の繭生産量は、今から約90年前1930年（昭和5年）の40万トンをピークに減少し、昭和40年代に持ち直しの傾向が見られたものの、2016年（平成28年）には約130トンまで落ち込んでしまいました。繭生産量の減少に伴う製糸業の衰退も著しく、昭和34年には1871工場あった国内製糸工場数は、平成26年にはわずか7工場を残すのみとなってしまいました。
日本の絹産業は、生糸の原料となる蚕の繭を作る養蚕農家から、生糸を作る製糸業者へ。そして絹織物業者へという流れから、おもに着物や帯などに加工・縫製されて小売される形になっている。
衰退した理由としては和装から洋装へ変化する「和装離れ」により需要そのものが減少したと考えられている。価格競争で中国などから低価格繭の流入や、後継者不足など社会構造の変化も考えられます。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11634">48</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州は蚕糸王国」　上田が蚕都という前に、長野県が蚕糸王国と呼ばれるのにはどんな所以があるのだろうか。
　それは、長野県は約130年前から他県から群を抜いた生糸生産高があったことに由来する。1893～1930年の間、長野県に次いで生糸生産高の高い愛知県の数字の約2倍を常に記録していた。
　また、蚕種生産高でも他県を圧倒していた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="信州は蚕糸王国" title="信州は蚕糸王国" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11634">信州は蚕糸王国</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11634">　上田が蚕都という前に、長野県が蚕糸王国と呼ばれるのにはどんな所以があるのだろうか。
　それは、長野県は約130年前から他県から群を抜いた生糸生産高があったことに由来する。1893～1930年の間、長野県に次いで生糸生産高の高い愛知県の数字の約2倍を常に記録していた。
　また、蚕種生産高でも他県を圧倒していた。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11632">49</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/494/011632.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕種上田③　旧馬場藤四郎邸」今回は旧馬場藤四郎邸についてだ。
この住宅も養蚕業に関わっており、特徴的なのはこの住宅の瓦に家紋がついている点だ。また敷地内に蔵があることからも分かる通り、家がかなり発展していたことが分かる。このことから養蚕業を起点とし、栄えていたことが分かる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕種上田③　旧馬場藤四郎邸" title="蚕種上田③　旧馬場藤四郎邸" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11632">蚕種上田③　旧馬場藤四郎邸</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11632">今回は旧馬場藤四郎邸についてだ。
この住宅も養蚕業に関わっており、特徴的なのはこの住宅の瓦に家紋がついている点だ。また敷地内に蔵があることからも分かる通り、家がかなり発展していたことが分かる。このことから養蚕業を起点とし、栄えていたことが分かる。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11630">50</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/494/011630.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕種上田②　佐藤家住宅・旧佐藤家宗家住宅」今回は佐藤家住宅・旧住宅家宗家住宅についてだ。
この住宅や土地はもともと養蚕に使用されており、蚕の育成・絹糸の採取に使用されている。現在空き地になっている旧佐藤家宗家住宅では再利用の方法を模索している。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕種上田②　佐藤家住宅・旧佐藤家宗家住宅" title="蚕種上田②　佐藤家住宅・旧佐藤家宗家住宅" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11630">蚕種上田②　佐藤家住宅・旧佐藤家宗家住宅</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11630">今回は佐藤家住宅・旧住宅家宗家住宅についてだ。
この住宅や土地はもともと養蚕に使用されており、蚕の育成・絹糸の採取に使用されている。現在空き地になっている旧佐藤家宗家住宅では再利用の方法を模索している。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11626">51</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/494/011626.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕種上田①　藤本蚕業歴史館見学」「蚕種上田」の探求を行う。まず上田にある蚕業に関わってきた歴史的な建造物を見学し、魅力を見聞し、成果を報告する。
今回見学したのは藤本蚕業歴史館だ。この歴史館にはかつて上田で行われていた養蚕業に関する資料が多く保存されている。具体的な資料を見つけたい際にも資料概要が載せられている本があり、養蚕業の歴史を知りたい方にはもってこいな施設だ。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕種上田①　藤本蚕業歴史館見学" title="蚕種上田①　藤本蚕業歴史館見学" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11626">蚕種上田①　藤本蚕業歴史館見学</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11626">「蚕種上田」の探求を行う。まず上田にある蚕業に関わってきた歴史的な建造物を見学し、魅力を見聞し、成果を報告する。
今回見学したのは藤本蚕業歴史館だ。この歴史館にはかつて上田で行われていた養蚕業に関する資料が多く保存されている。具体的な資料を見つけたい際にも資料概要が載せられている本があり、養蚕業の歴史を知りたい方にはもってこいな施設だ。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11615">52</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/572/011615.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「振り返って」これまで上塩尻と桑折町における養蚕業について説明してきました。上塩尻では養蚕に関する情報がいくつも残されていましたが、桑折町には残されている遺産はほとんどなく、情報や文献が少ないように感じました。現地に赴くことでしか分からないこともあるので、帰省した際にはじっくり散策を行い、再確認したいと思います。

小学校中学年の頃に理科の授業の一環として蚕を飼育していたことや祖父母の家でも養蚕が営まれていたという話から「養蚕」というテーマには馴染みがありました。しかし、私自身地元のことであるのにも関わらず新たな発見がたくさんあり、視野を広げて興味を持ってみることの重要性を実感しました。地域産業の誇りとなった養蚕業の歴史を上塩尻での取り組みのように何らかの形で未来に繋いでいけるのが理想の形"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="振り返って" title="振り返って" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11615">振り返って</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11615">これまで上塩尻と桑折町における養蚕業について説明してきました。上塩尻では養蚕に関する情報がいくつも残されていましたが、桑折町には残されている遺産はほとんどなく、情報や文献が少ないように感じました。現地に赴くことでしか分からないこともあるので、帰省した際にはじっくり散策を行い、再確認したいと思います。

小学校中学年の頃に理科の授業の一環として蚕を飼育していたことや祖父母の家でも養蚕が営まれていたという話から「養蚕」というテーマには馴染みがありました。しかし、私自身地元のことであるのにも関わらず新たな発見がたくさんあり、視野を広げて興味を持ってみることの重要性を実感しました。地域産業の誇りとなった養蚕業の歴史を上塩尻での取り組みのように何らかの形で未来に繋いでいけるのが理想の形</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11612">53</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「養蚕に適した気候上田」上田は古くから養蚕業が栄えていました。かなり古い歴史を持つ上田の養蚕業は、世界に向けても、輸出され蚕の産地として名を轟かせました。上田は降水量が少なく、乾燥しているため、蚕が育てやすく、長野は傾斜地が多いため蚕の餌になる桑などを生育しやすいという有利になる利点がありました。具体的には、上田の年間の平均降水量は約900mmであり、日本の平均降水量は1718mmであり、上田は全国平均の約半分ほどであるということが分かります。また、傾斜か多いため果樹や桑を育てることに有利な条件である水はけが良いということもあり、上田は気候の面でも後押しされて養蚕業が栄えてた要因の一つは気候であると言えるでしょう。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="養蚕に適した気候上田" title="養蚕に適した気候上田" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11612">養蚕に適した気候上田</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11612">上田は古くから養蚕業が栄えていました。かなり古い歴史を持つ上田の養蚕業は、世界に向けても、輸出され蚕の産地として名を轟かせました。上田は降水量が少なく、乾燥しているため、蚕が育てやすく、長野は傾斜地が多いため蚕の餌になる桑などを生育しやすいという有利になる利点がありました。具体的には、上田の年間の平均降水量は約900mmであり、日本の平均降水量は1718mmであり、上田は全国平均の約半分ほどであるということが分かります。また、傾斜か多いため果樹や桑を育てることに有利な条件である水はけが良いということもあり、上田は気候の面でも後押しされて養蚕業が栄えてた要因の一つは気候であると言えるでしょう。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11605">54</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/582/011605.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田が蚕が有名な理由とは」上田は養蚕業が盛んです。理由として様々な要因があると思います。まずは、気候の面です。上田は蚕を育てやすい気候をしていると分かりました。また、上田の蚕が歴史を持っているだけではなくて、上田の蚕が世界を救っていると言うことも分かりました。
　さらに、養蚕業が盛んであったと分かる痕跡として、上田紬という織物もあります。上田紬という上田の地名がつくほどに栄えていたそうです。
　富岡製糸場が製糸工場としては有名ですが、上田にも今でも製糸場が残っています。これは、とても珍しく全国で見ても数カ所にしかありません。
　上田が蚕の都として有名であるのは、養蚕業が栄えていたことや、その痕跡が未だに残っていることが大きいと思いました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田が蚕が有名な理由とは" title="上田が蚕が有名な理由とは" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11605">上田が蚕が有名な理由とは</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11605">上田は養蚕業が盛んです。理由として様々な要因があると思います。まずは、気候の面です。上田は蚕を育てやすい気候をしていると分かりました。また、上田の蚕が歴史を持っているだけではなくて、上田の蚕が世界を救っていると言うことも分かりました。
　さらに、養蚕業が盛んであったと分かる痕跡として、上田紬という織物もあります。上田紬という上田の地名がつくほどに栄えていたそうです。
　富岡製糸場が製糸工場としては有名ですが、上田にも今でも製糸場が残っています。これは、とても珍しく全国で見ても数カ所にしかありません。
　上田が蚕の都として有名であるのは、養蚕業が栄えていたことや、その痕跡が未だに残っていることが大きいと思いました。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11599">55</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「地元から信州上田学へ」群馬県には上田市と同じように養蚕の歴史があり製糸業が盛んであった点で共通している。群馬には世界遺産に登録されている富岡製糸場があるため認知されているが上田市にはそれがない。そのため養蚕の歴史を知ってもらうことこそが蚕都上田の未来を考えるうえで重要になってくると思う。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="地元から信州上田学へ" title="地元から信州上田学へ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11599">地元から信州上田学へ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11599">群馬県には上田市と同じように養蚕の歴史があり製糸業が盛んであった点で共通している。群馬には世界遺産に登録されている富岡製糸場があるため認知されているが上田市にはそれがない。そのため養蚕の歴史を知ってもらうことこそが蚕都上田の未来を考えるうえで重要になってくると思う。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11589">56</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「桑折における養蚕業②」現在桑折町では製糸業は営まれていません。しかし、いくつか名残りのある場所を発見したのでそれについて述べていきます。

まず、桑折町における養蚕業①で触れた郡是製糸工場ですが平成15年に建物が解体された後、東日本大震災の災害公営住宅が建てられています。郡是製糸工場時代の面影は庭園の一角にある「多行松」のみになってしまいましたが、「桑折町蚕糸記念公園」と名を付け、養蚕業によって繫栄した歴史を伝え、町民や来訪者の交流の場になることを願って新たに公園として再生されました。また、桑折町の伊達崎と呼ばれる地区にはかつて養蚕家だった大きな家が見られる他、桑折町の本町通りにある商店街には繭を取り扱う問屋である蚕問屋が今でも残されています。そして、実際に私が通っていた醸芳中学校では校章に桑の葉が"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="桑折における養蚕業②" title="桑折における養蚕業②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11589">桑折における養蚕業②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11589">現在桑折町では製糸業は営まれていません。しかし、いくつか名残りのある場所を発見したのでそれについて述べていきます。

まず、桑折町における養蚕業①で触れた郡是製糸工場ですが平成15年に建物が解体された後、東日本大震災の災害公営住宅が建てられています。郡是製糸工場時代の面影は庭園の一角にある「多行松」のみになってしまいましたが、「桑折町蚕糸記念公園」と名を付け、養蚕業によって繫栄した歴史を伝え、町民や来訪者の交流の場になることを願って新たに公園として再生されました。また、桑折町の伊達崎と呼ばれる地区にはかつて養蚕家だった大きな家が見られる他、桑折町の本町通りにある商店街には繭を取り扱う問屋である蚕問屋が今でも残されています。そして、実際に私が通っていた醸芳中学校では校章に桑の葉が</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11588">57</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「桑折における養蚕業①」福島県の北側に位置する桑折町は現在毎年皇室に桃を献上することから献上桃の郷として知られていますが、実は古くから養蚕との関係が深い地域とされています。

養蚕には、蚕を育てて繭を出荷する養蚕業と蚕種の売買の二つがありますが、桑折町では江戸時代からそのどちらの生産も盛んでした。そのため、桑折町を含む伊達地方の蚕種（蚕の卵）は「奥州本場蚕種」として全国に販売され、輸出もされていました。その後、明治からの昭和初期にかけては製糸業が発展しました。昭和８年には郡是製糸工場が桑折町に建てられ、約500人の女性従業員を雇用すると共に工場内に「家政女学院」が設立されたことにより、女性に教育と労働の機会が与えられたといいます。昭和２２年には昭和天皇も視察として訪れ、記念として「蚕祖神」の記念碑の建設"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="桑折における養蚕業①" title="桑折における養蚕業①" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11588">桑折における養蚕業①</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11588">福島県の北側に位置する桑折町は現在毎年皇室に桃を献上することから献上桃の郷として知られていますが、実は古くから養蚕との関係が深い地域とされています。

養蚕には、蚕を育てて繭を出荷する養蚕業と蚕種の売買の二つがありますが、桑折町では江戸時代からそのどちらの生産も盛んでした。そのため、桑折町を含む伊達地方の蚕種（蚕の卵）は「奥州本場蚕種」として全国に販売され、輸出もされていました。その後、明治からの昭和初期にかけては製糸業が発展しました。昭和８年には郡是製糸工場が桑折町に建てられ、約500人の女性従業員を雇用すると共に工場内に「家政女学院」が設立されたことにより、女性に教育と労働の機会が与えられたといいます。昭和２２年には昭和天皇も視察として訪れ、記念として「蚕祖神」の記念碑の建設</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11585">58</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/572/011585.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上塩尻における養蚕業②」本来常田製糸場を訪れるつもりだったのですが閉館時間が過ぎてしまい、「手織り上田紬小岩井工房」に向かいました。西上田駅から国道のそばを通り、小道に入った先にありました。遅い時間に訪れたのにも関わらず、ご丁寧に案内してもらい、二階にある機織り機も見学させてもらいました。

上田紬は結城紬（茨城県結城市を中心）と大島紬（鹿児島県奄美大島の奄美市名瀬地区を中心）に並ぶ日本三大紬に選ばれており、丈夫かつしなやかで縦糸と横糸の重なりによって多様な柄や色合いを生み出すのが特徴とされています。


入ってすぐ左側には買い物ができるスペースがとられています。そこで様々な話をお聞きしましたが、中でも小岩井工房の方が考えられたという「りんご染め」の上田紬がとても興味深かったです。りんごの品種と媒染の"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上塩尻における養蚕業②" title="上塩尻における養蚕業②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11585">上塩尻における養蚕業②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11585">本来常田製糸場を訪れるつもりだったのですが閉館時間が過ぎてしまい、「手織り上田紬小岩井工房」に向かいました。西上田駅から国道のそばを通り、小道に入った先にありました。遅い時間に訪れたのにも関わらず、ご丁寧に案内してもらい、二階にある機織り機も見学させてもらいました。

上田紬は結城紬（茨城県結城市を中心）と大島紬（鹿児島県奄美大島の奄美市名瀬地区を中心）に並ぶ日本三大紬に選ばれており、丈夫かつしなやかで縦糸と横糸の重なりによって多様な柄や色合いを生み出すのが特徴とされています。


入ってすぐ左側には買い物ができるスペースがとられています。そこで様々な話をお聞きしましたが、中でも小岩井工房の方が考えられたという「りんご染め」の上田紬がとても興味深かったです。りんごの品種と媒染の</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11583">59</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/573/011583.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「養蚕の証」祖父母の家では農業の一環として養蚕が行われていた。当時使用していた道具が今も残されているそうなので取材もかねて訪問してみることにした。

一枚目の写真は糸を巻き付けておくもので内側には軸となる棒を通すための穴が開いている。
二枚目の写真は蚕の排せつ物を処理するための道具で蚕のいる台に敷き上に桑の実を置くことで登ってくるらしい
三、四、五、六枚目は桑を採るための道具で木を切るためのものや桑を木から外すための道具がある。
七、八枚目は実際に養蚕が行われていた建物で側面の通気口や天井に回転まぶしをぶら下げるための針金などが残されている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="養蚕の証" title="養蚕の証" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11583">養蚕の証</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11583">祖父母の家では農業の一環として養蚕が行われていた。当時使用していた道具が今も残されているそうなので取材もかねて訪問してみることにした。

一枚目の写真は糸を巻き付けておくもので内側には軸となる棒を通すための穴が開いている。
二枚目の写真は蚕の排せつ物を処理するための道具で蚕のいる台に敷き上に桑の実を置くことで登ってくるらしい
三、四、五、六枚目は桑を採るための道具で木を切るためのものや桑を木から外すための道具がある。
七、八枚目は実際に養蚕が行われていた建物で側面の通気口や天井に回転まぶしをぶら下げるための針金などが残されている。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11580">60</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/572/011580.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上塩尻における養蚕業①」上田駅からしなの鉄道で一駅の場所にある「西上田駅」。
「西上田駅」は1920年（大正９年）に塩尻区の養種家などの請願によって国鉄信越本線の「北塩尻駅」という名で開業されました。1956年（昭和31年）に現在の西上田駅に改称されています。


駅前には【まゆ浪漫】という上塩尻における養蚕業の名残りに触れられるような散策ルートと説明が書かれた大きな看板が設置されていました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上塩尻における養蚕業①" title="上塩尻における養蚕業①" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11580">上塩尻における養蚕業①</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11580">上田駅からしなの鉄道で一駅の場所にある「西上田駅」。
「西上田駅」は1920年（大正９年）に塩尻区の養種家などの請願によって国鉄信越本線の「北塩尻駅」という名で開業されました。1956年（昭和31年）に現在の西上田駅に改称されています。


駅前には【まゆ浪漫】という上塩尻における養蚕業の名残りに触れられるような散策ルートと説明が書かれた大きな看板が設置されていました。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11579">61</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/573/011579.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「老農船津伝次平」船津伝次平は日本三老農の一人で養蚕の基本である桑栽培を研究し「桑苗簾伏法」を出版した。また、養蚕に限らず農業の近代化に貢献しており東京大学農学部（駒場農学校）の講師として農学の指導をしていた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="老農船津伝次平" title="老農船津伝次平" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11579">老農船津伝次平</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11579">船津伝次平は日本三老農の一人で養蚕の基本である桑栽培を研究し「桑苗簾伏法」を出版した。また、養蚕に限らず農業の近代化に貢献しており東京大学農学部（駒場農学校）の講師として農学の指導をしていた。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11576">62</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/529/011576.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「養蚕国神社」養蚕国神社は大星神社と一緒になっていて、敷地は広かったですが、養蚕国神社の建造は小さめでした。説明文がわかりやすく書かれており、どのうなことがあったのかがすぐわかりました。
1937年(昭和12年)、上小蚕糸業界の尊崇神ときて蚕影神社の建立を決議しました。
竣工は昭和16年4月28日で、同時に遷宮奉祝祭が執り行われました。以後、関係者によって例年蚕糸祭が開かれています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="養蚕国神社" title="養蚕国神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11576">養蚕国神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11576">養蚕国神社は大星神社と一緒になっていて、敷地は広かったですが、養蚕国神社の建造は小さめでした。説明文がわかりやすく書かれており、どのうなことがあったのかがすぐわかりました。
1937年(昭和12年)、上小蚕糸業界の尊崇神ときて蚕影神社の建立を決議しました。
竣工は昭和16年4月28日で、同時に遷宮奉祝祭が執り行われました。以後、関係者によって例年蚕糸祭が開かれています。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11550">63</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「気候と養蚕業」上田市は年間降水量が1000mm未満であり、日本一晴れの日が多い街である。この気候は蚕の飼育に適しており、上田市は日本でも屈指の蚕の産地になった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="気候と養蚕業" title="気候と養蚕業" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11550">気候と養蚕業</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11550">上田市は年間降水量が1000mm未満であり、日本一晴れの日が多い街である。この気候は蚕の飼育に適しており、上田市は日本でも屈指の蚕の産地になった。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11547">64</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の蚕業」長野県上田市では、かつては蚕業が盛んな地域であった。それを象徴するのが常田館製糸場である。この製糸場は明治33年創業の歴史ある建造物である。当時の養蚕業は日本の近代化の原動力であり、様々な箇所で利用されていた。この施設では、室温度、通風、乾燥などを整えることで、一年を通して平均的に生糸を生産することが可能となっていた。
木造5階建繭倉庫、鉄筋コンクリート5階建倉庫群などは、国指定重要文化財に指定されている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の蚕業" title="上田の蚕業" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11547">上田の蚕業</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11547">長野県上田市では、かつては蚕業が盛んな地域であった。それを象徴するのが常田館製糸場である。この製糸場は明治33年創業の歴史ある建造物である。当時の養蚕業は日本の近代化の原動力であり、様々な箇所で利用されていた。この施設では、室温度、通風、乾燥などを整えることで、一年を通して平均的に生糸を生産することが可能となっていた。
木造5階建繭倉庫、鉄筋コンクリート5階建倉庫群などは、国指定重要文化財に指定されている。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11541">65</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/554/011541.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕の神様」蚕やさなぎ、繭までをかじり荒らす鼠は養蚕を悩ませてきました。鼠駆除のために猫を飼う一方、蚕が良い繭を作ってくれるように猫にまつわる様々な祈願をしました。上田地域周辺では「唐猫さま」と呼ばれていたり、「猫瓦」と呼ばれる猫耳状の二つの角が出ている屋根もあるそうです。
常田館製糸場内の展示にも四匹の猫を見つけました。現在身近な存在である猫が神様として祀られていることが興味深かったです。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕の神様" title="蚕の神様" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11541">蚕の神様</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11541">蚕やさなぎ、繭までをかじり荒らす鼠は養蚕を悩ませてきました。鼠駆除のために猫を飼う一方、蚕が良い繭を作ってくれるように猫にまつわる様々な祈願をしました。上田地域周辺では「唐猫さま」と呼ばれていたり、「猫瓦」と呼ばれる猫耳状の二つの角が出ている屋根もあるそうです。
常田館製糸場内の展示にも四匹の猫を見つけました。現在身近な存在である猫が神様として祀られていることが興味深かったです。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11539">66</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/606/011539.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「生糸の活用案２」生糸を使用した商品をもっと広めるべきだと思います。

着物でなくとも、例えば着物カードケースなど手ごろなサイズで手にできるます。このようなものを上田で広めることができれば需要ももっと伸びるのではないでしょうか。
養蚕業の衰退はつまるところ需要の問題に行きつきます。供給が足りなくなればまた発展することができるはずです。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="生糸の活用案２" title="生糸の活用案２" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11539">生糸の活用案２</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11539">生糸を使用した商品をもっと広めるべきだと思います。

着物でなくとも、例えば着物カードケースなど手ごろなサイズで手にできるます。このようなものを上田で広めることができれば需要ももっと伸びるのではないでしょうか。
養蚕業の衰退はつまるところ需要の問題に行きつきます。供給が足りなくなればまた発展することができるはずです。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11516">67</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/570/011516.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都としての上田　ー常田館製糸場見学をうけてー」私は県外から進学してきました。養蚕と聞いて思い浮かぶのは、やはり富岡製糸場でした。
しかし、信州上田学の講義の中で、上田の蚕都としての歴史に触れ、現代に残る歴史を広くアピールする必要があると思いました。
養蚕業全盛期から、衰退してからの長野県の主要産業への流れや、背景にある気候や地域性などをアピールすると良いのではないかと感じました。
常田館製糸場を見学し、当時の人々に養蚕が身近なものであり、工夫の詰まった産業であったことを学びました。
後世へ伝えていくには、このようなデジタルアーカイブは特に重要な役割を果たしていくように感じます。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都としての上田　ー常田館製糸場見学をうけてー" title="蚕都としての上田　ー常田館製糸場見学をうけてー" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11516">蚕都としての上田　ー常田館製糸場見学をうけてー</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11516">私は県外から進学してきました。養蚕と聞いて思い浮かぶのは、やはり富岡製糸場でした。
しかし、信州上田学の講義の中で、上田の蚕都としての歴史に触れ、現代に残る歴史を広くアピールする必要があると思いました。
養蚕業全盛期から、衰退してからの長野県の主要産業への流れや、背景にある気候や地域性などをアピールすると良いのではないかと感じました。
常田館製糸場を見学し、当時の人々に養蚕が身近なものであり、工夫の詰まった産業であったことを学びました。
後世へ伝えていくには、このようなデジタルアーカイブは特に重要な役割を果たしていくように感じます。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11514">68</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/570/011514.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「五階鉄筋繭倉庫内部」「猫は蚕の神様です」と紹介されています。
養蚕が盛んであった昭和まで、「鼠」は蚕、さなぎ、繭をかじってしまうため、人々を悩ませてきたと言います。その鼠を駆除する目的で、猫を飼ったり、猫の神様を祀り良い繭を作ってくれるよう願ったとのことです。


五階鉄筋繭倉庫は、防火を重視した当時の技術が結集された物だと言います。干繭倉（繭を乾燥させて蛹を殺す過程）として建てられたものとされています。コンクリートを使用するなど、当時の技術を集結させているのだなと歴史を感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="五階鉄筋繭倉庫内部" title="五階鉄筋繭倉庫内部" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11514">五階鉄筋繭倉庫内部</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11514">「猫は蚕の神様です」と紹介されています。
養蚕が盛んであった昭和まで、「鼠」は蚕、さなぎ、繭をかじってしまうため、人々を悩ませてきたと言います。その鼠を駆除する目的で、猫を飼ったり、猫の神様を祀り良い繭を作ってくれるよう願ったとのことです。


五階鉄筋繭倉庫は、防火を重視した当時の技術が結集された物だと言います。干繭倉（繭を乾燥させて蛹を殺す過程）として建てられたものとされています。コンクリートを使用するなど、当時の技術を集結させているのだなと歴史を感じました。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11511">69</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「猫瓦」蚕種で栄えた上塩尻地区では猫瓦というものが多く見られます。
猫瓦とは、名前の通り猫の顔のような形をしておりおまじないとして、屋根につけたものだと言われています。
養蚕農家などによく見られていて、蚕を狙うネズミを寄せ付けないように猫瓦がつけられたそう。
現在でも、上塩尻地域で見ることが出来ます。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="猫瓦" title="猫瓦" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11511">猫瓦</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11511">蚕種で栄えた上塩尻地区では猫瓦というものが多く見られます。
猫瓦とは、名前の通り猫の顔のような形をしておりおまじないとして、屋根につけたものだと言われています。
養蚕農家などによく見られていて、蚕を狙うネズミを寄せ付けないように猫瓦がつけられたそう。
現在でも、上塩尻地域で見ることが出来ます。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11502">70</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/011502.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上塩尻まちあるき：猫瓦」上塩尻＝猫瓦のまち、といっても過言ではありません。

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

上塩尻の家々に特徴的に存在しているものに「猫瓦」があります。それぞれの家々で蚕種製造や養蚕を営んでいた各家の屋根や塀の瓦には、ネコを表徴した瓦があります。その中でも、毘沙門通りに面する佐藤家の屋敷には１階の屋根に猫瓦が、しかも２つ前後して存立しています。蚕の天敵であるネズミの侵入を防ぐという意味でのシンボリックな猫瓦の存在感を最もよく示しています。まちあるきをしながら猫瓦を見つけるたび、参加者がそれぞれ猫瓦を写真に収めていました。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11497">71</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/539/011497.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕種協業組合」養蚕が盛んだった上田盆地は、千曲川とその支流が作る扇状地や河岸段丘が発達し、桑の栽培適地であった。年間降水量が少ないことも蚕の飼育に適していたため、上田盆地は春蚕の産地であった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田蚕種協業組合" title="上田蚕種協業組合" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11497">上田蚕種協業組合</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11497">養蚕が盛んだった上田盆地は、千曲川とその支流が作る扇状地や河岸段丘が発達し、桑の栽培適地であった。年間降水量が少ないことも蚕の飼育に適していたため、上田盆地は春蚕の産地であった。</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11488">72</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の蚕業について⑤」常田館製糸場に行きました。飾ってあるクラフトの中には猫が多く「猫は蚕の神様です」という張り紙もあり、また、猫瓦というものも展示されていました。
上田の蚕業について記された記録には、「養蚕で恐ろしいことは、蚕が病気で死んでしまうことです。(中略)羽虫や鼠の防除にも配慮するよう注意しています。鼠は蚕を食べてしまうので、猫を飼ったり、猫の画を蚕室に貼ることも流行しました」(「上田市誌　近現代編(２)　蚕都上田の栄光」22ページ　上田市誌編さん委員会　平成15年3月1日信毎書籍印刷株式会社より)という記述があります。
公益社団法人　日本動物福祉協会のホームページでは、「【動物福祉】とは一言でいえば、『動物が精神的・肉体的に充分健康で、幸福であり、環境とも調和していること』です。」と紹介されています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の蚕業について⑤" title="上田の蚕業について⑤" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11488">上田の蚕業について⑤</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11488">常田館製糸場に行きました。飾ってあるクラフトの中には猫が多く「猫は蚕の神様です」という張り紙もあり、また、猫瓦というものも展示されていました。
上田の蚕業について記された記録には、「養蚕で恐ろしいことは、蚕が病気で死んでしまうことです。(中略)羽虫や鼠の防除にも配慮するよう注意しています。鼠は蚕を食べてしまうので、猫を飼ったり、猫の画を蚕室に貼ることも流行しました」(「上田市誌　近現代編(２)　蚕都上田の栄光」22ページ　上田市誌編さん委員会　平成15年3月1日信毎書籍印刷株式会社より)という記述があります。
公益社団法人　日本動物福祉協会のホームページでは、「【動物福祉】とは一言でいえば、『動物が精神的・肉体的に充分健康で、幸福であり、環境とも調和していること』です。」と紹介されています。</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11484">73</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の蚕業について①」上田の蚕業の発展について記された書籍では、「町村誌をみると、『男、農桑を業とす、農隙養蚕、山稼をなす、。女、養蚕をなす。余間生糸及び縫織をなす。』とあるように、上田地方では桑が稲作に次ぐ重要な作物であり、男女とも養蚕を手掛け、」(「上田市誌　近現代編(２)　蚕都上田の栄光」37ページ上田市誌編さん委員会　平成15年3月1日信毎書籍印刷株式会社より抜粋)と述べられています。そのことから、男女が同じ事柄について役割分担を行い、分業して働いていたことがうかがえます。また、上田の女性の人権の確立について記録された書籍によると、江戸時代は仕事の線引きはあまりなく、必要とあれば一家が協力して家を回すという文化だったとのことです(「人権の確立と女性のあゆみ」134ページ(平成14年)編集者　上田市誌編さん委員会"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の蚕業について①" title="上田の蚕業について①" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11484">上田の蚕業について①</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11484">上田の蚕業の発展について記された書籍では、「町村誌をみると、『男、農桑を業とす、農隙養蚕、山稼をなす、。女、養蚕をなす。余間生糸及び縫織をなす。』とあるように、上田地方では桑が稲作に次ぐ重要な作物であり、男女とも養蚕を手掛け、」(「上田市誌　近現代編(２)　蚕都上田の栄光」37ページ上田市誌編さん委員会　平成15年3月1日信毎書籍印刷株式会社より抜粋)と述べられています。そのことから、男女が同じ事柄について役割分担を行い、分業して働いていたことがうかがえます。また、上田の女性の人権の確立について記録された書籍によると、江戸時代は仕事の線引きはあまりなく、必要とあれば一家が協力して家を回すという文化だったとのことです(「人権の確立と女性のあゆみ」134ページ(平成14年)編集者　上田市誌編さん委員会</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11437">74</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/526/011437.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「手織り　上田紬　小岩井紬工房」上田紬は、400年ほど前、真田昌幸が上田城を築城した際に地場産業として奨励した真田織が始まりと言われています。上田の気候や風土が養蚕に適していたことで、江戸時代には日本三大紬の一つとなりました。
上田紬の特徴は、丈夫なことです。この小岩井紬工房さんは創業以来手織り一筋で、上田紬独自の丈夫でしなやかな風合いを織りつむいでいます。
小岩井紬工房さんでは、工房見学、花瓶敷織体験、着尺や帯、小物の販売をしています。ぜひ行ってみてください！"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="手織り　上田紬　小岩井紬工房" title="手織り　上田紬　小岩井紬工房" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11437">手織り　上田紬　小岩井紬工房</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11437">上田紬は、400年ほど前、真田昌幸が上田城を築城した際に地場産業として奨励した真田織が始まりと言われています。上田の気候や風土が養蚕に適していたことで、江戸時代には日本三大紬の一つとなりました。
上田紬の特徴は、丈夫なことです。この小岩井紬工房さんは創業以来手織り一筋で、上田紬独自の丈夫でしなやかな風合いを織りつむいでいます。
小岩井紬工房さんでは、工房見学、花瓶敷織体験、着尺や帯、小物の販売をしています。ぜひ行ってみてください！</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11423">75</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/541/011423.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕養国神社②」県歌である「信濃の国」の3番後半の歌詞には、蚕都上田の蚕糸業が日本経済の命運を左右する程重要な産業であることが歌いこまれている。

養蚕・生糸から始まった上田市産業文化の発展を願い、平成19年に神社脇に「萬葉歌碑」が建立された。上田市の産業と蚕には深い関わりがある。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕養国神社②" title="蚕養国神社②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11423">蚕養国神社②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11423">県歌である「信濃の国」の3番後半の歌詞には、蚕都上田の蚕糸業が日本経済の命運を左右する程重要な産業であることが歌いこまれている。

養蚕・生糸から始まった上田市産業文化の発展を願い、平成19年に神社脇に「萬葉歌碑」が建立された。上田市の産業と蚕には深い関わりがある。</a></td><td class="date">2022-11-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11420">76</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/541/011420.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「みすゞ飴本舗」今では養蚕農家もほとんど見られなくなったが、蚕の餌となる桑の木が上田市には数多く存在する。みすゞ飴本舗では、桑の実を使った商品を作ろうとして試行錯誤の末に昭和40年代初頭に桑の実ジャムが製品化した。

期間限定の販売ではあるが、上田ならではの珍しいジャムである。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="みすゞ飴本舗" title="みすゞ飴本舗" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11420">みすゞ飴本舗</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11420">今では養蚕農家もほとんど見られなくなったが、蚕の餌となる桑の木が上田市には数多く存在する。みすゞ飴本舗では、桑の実を使った商品を作ろうとして試行錯誤の末に昭和40年代初頭に桑の実ジャムが製品化した。

期間限定の販売ではあるが、上田ならではの珍しいジャムである。</a></td><td class="date">2022-11-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11409">77</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/532/011409.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧小県蚕業学校（上田東高校）」旧小県蚕業学校は1892（明治25）年に設立されました。現在の上田東高校の敷地に移転しました。養蚕教師の養成のために建てられた施設です。全国から生徒が集まっていました。1944（昭和19）年に米軍による爆撃を受けて炎上しました。今でもその痕跡が残っています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="旧小県蚕業学校（上田東高校）" title="旧小県蚕業学校（上田東高校）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11409">旧小県蚕業学校（上田東高校）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11409">旧小県蚕業学校は1892（明治25）年に設立されました。現在の上田東高校の敷地に移転しました。養蚕教師の養成のために建てられた施設です。全国から生徒が集まっていました。1944（昭和19）年に米軍による爆撃を受けて炎上しました。今でもその痕跡が残っています。</a></td><td class="date">2022-11-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11402">78</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/571/011402.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場見学まとめ」常田館製糸場を見学させて頂いて改めて、蚕糸業、製糸業について興味を持つことができました。常田館製糸場の施設15棟のうち7棟は重要文化財、他の施設は上田市指定文化財に指定されており、貴重な建物であることが感じられました。
分かったこととして、建物の至る所に繭を守るための工夫がされていると感じました。その中でも国内唯一の木造五階繭倉庫は存在感があり、繭を守るため扉が四重になっているそうです。長い歴史の中で最善の工夫がされてきたから、ここまで建物が残り、製糸業が続いているのだと思いました。そして養蚕業、製糸業が上田の発展を支えてきたのだと感じました。
今回は予約をとっていなかったので、五階繭倉庫の中は見学することはできませんでしたが、団体で見学する際は予約をとって、ガイドをしてもらい、"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田館製糸場見学まとめ" title="常田館製糸場見学まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11402">常田館製糸場見学まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11402">常田館製糸場を見学させて頂いて改めて、蚕糸業、製糸業について興味を持つことができました。常田館製糸場の施設15棟のうち7棟は重要文化財、他の施設は上田市指定文化財に指定されており、貴重な建物であることが感じられました。
分かったこととして、建物の至る所に繭を守るための工夫がされていると感じました。その中でも国内唯一の木造五階繭倉庫は存在感があり、繭を守るため扉が四重になっているそうです。長い歴史の中で最善の工夫がされてきたから、ここまで建物が残り、製糸業が続いているのだと思いました。そして養蚕業、製糸業が上田の発展を支えてきたのだと感じました。
今回は予約をとっていなかったので、五階繭倉庫の中は見学することはできませんでしたが、団体で見学する際は予約をとって、ガイドをしてもらい、</a></td><td class="date">2022-11-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11386">79</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/606/011386.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「養蚕と着物」今や服はユニクロやGUなどでとても安く買うことが出来ます。それこそ１着2.3000円で手に入ります。
一方生糸を使った着物は１着どんなに安くても十数万はします。
何故こんなにも高価なのでしょうか。

私は昨年上田蚕種株式会社様を訪問させて頂きました。その際、蚕の飼育の様子などを拝見しました。実際に見てみたところ、厳しい温度や湿度管理、病気など労力が想像以上にかかることを知りました。もっと安価に手に入れば着物を日常の中で着ることが出来るのではと思った私は問題の多さを目の当たりにしました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="養蚕と着物" title="養蚕と着物" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11386">養蚕と着物</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11386">今や服はユニクロやGUなどでとても安く買うことが出来ます。それこそ１着2.3000円で手に入ります。
一方生糸を使った着物は１着どんなに安くても十数万はします。
何故こんなにも高価なのでしょうか。

私は昨年上田蚕種株式会社様を訪問させて頂きました。その際、蚕の飼育の様子などを拝見しました。実際に見てみたところ、厳しい温度や湿度管理、病気など労力が想像以上にかかることを知りました。もっと安価に手に入れば着物を日常の中で着ることが出来るのではと思った私は問題の多さを目の当たりにしました。</a></td><td class="date">2022-11-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11372">80</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/570/011372.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場へ見学」信州上田学で触れた養蚕の歴史を掘り下げるため、常田館製糸場へ見学へ行きました。
道中、「蚕影町の由来」という看板を見つけ、思わぬところで蚕都の面影を感じることになりました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田館製糸場へ見学" title="常田館製糸場へ見学" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11372">常田館製糸場へ見学</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11372">信州上田学で触れた養蚕の歴史を掘り下げるため、常田館製糸場へ見学へ行きました。
道中、「蚕影町の由来」という看板を見つけ、思わぬところで蚕都の面影を感じることになりました。</a></td><td class="date">2022-11-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11369">81</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/494/011369.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中間まとめ」上田に触れて感じたことは二つあった。自分が感じていた以上に「良い街」だったことと直接見てみなければわからないような魅力があったことだ。僕は探検の内容を決める際、パンフレットを参考にルートを決めたのだが正直上田市の魅力に対して、半信半疑なところが大きかった。しかし実際に足を運んでみると、昔ながらの街並みや上田の歴史を感じられる場所が多くあった。特に上田地域の凄みを感じたのは残されている歴史資料の多さだ。僕が住んでいた地域ではここまで多くの資料は存在していなかったと思います。上田市公文書館やマルチメディアセンターなど、資料を補完する施設が多くあり、ほかの地域と比べて歴史的な魅力が特に多いと感じた。具体的には養蚕業や地域に伝わる郷土料理、政治に関する文献などが残っており、特に養蚕"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="中間まとめ" title="中間まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11369">中間まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11369">上田に触れて感じたことは二つあった。自分が感じていた以上に「良い街」だったことと直接見てみなければわからないような魅力があったことだ。僕は探検の内容を決める際、パンフレットを参考にルートを決めたのだが正直上田市の魅力に対して、半信半疑なところが大きかった。しかし実際に足を運んでみると、昔ながらの街並みや上田の歴史を感じられる場所が多くあった。特に上田地域の凄みを感じたのは残されている歴史資料の多さだ。僕が住んでいた地域ではここまで多くの資料は存在していなかったと思います。上田市公文書館やマルチメディアセンターなど、資料を補完する施設が多くあり、ほかの地域と比べて歴史的な魅力が特に多いと感じた。具体的には養蚕業や地域に伝わる郷土料理、政治に関する文献などが残っており、特に養蚕</a></td><td class="date">2022-11-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11362">82</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の蚕種業の歴史」いつから始まったのか、上田の特徴を踏まえて蚕種業の歴史をとらえていきたいと思います。

江戸時代の末期から昭和にかけて、長野県の経済を支えたのが蚕糸業です。養蚕が盛んだった上田盆地は、千曲川とその支流が作る扇状地や河岸段丘が発達し、桑の栽培適地でした。また、年間降水量が1000㎜未満という気候は蚕の飼育に適しており長野県内でも上田盆地は春蚕の産地でした。また、松本盆地では夏秋蚕を中心として発展してきた地域であり、いつも対比されていました。こうした傾向は養蚕飼育技術が改良される明治末期まで続きました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の蚕種業の歴史" title="上田の蚕種業の歴史" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11362">上田の蚕種業の歴史</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11362">いつから始まったのか、上田の特徴を踏まえて蚕種業の歴史をとらえていきたいと思います。

江戸時代の末期から昭和にかけて、長野県の経済を支えたのが蚕糸業です。養蚕が盛んだった上田盆地は、千曲川とその支流が作る扇状地や河岸段丘が発達し、桑の栽培適地でした。また、年間降水量が1000㎜未満という気候は蚕の飼育に適しており長野県内でも上田盆地は春蚕の産地でした。また、松本盆地では夏秋蚕を中心として発展してきた地域であり、いつも対比されていました。こうした傾向は養蚕飼育技術が改良される明治末期まで続きました。</a></td><td class="date">2022-11-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11335">83</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/606/011335.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「養蚕によって作られるものと需要」養蚕ではその作業により生糸が作られることとなりますが、最近ではその生糸の需要が減ってきています。
では生糸から何が作られるのか。有名なところでは絹織物でしょう。他には絹靴下などの編物や、組紐(くみひも)などの組物、琴糸や三味線糸などにも使われています。需要の観点から言えば明らかに「着物離れ」であることは明確です。
着物は普段着から特別な日に着る晴れ着としての役割に移り変わってきました。そのため着物の需要は減り、直接的に養蚕の需要も減っていきました。
その解決策の一つとして街の景観の整備を提案します。近代化する都市で着物は浮いてしまいます。京都の景観保持の例のように上田地域でも着物が溶け込めるような景観を作り出す、あるいは復元すれば需要も増えるのではないでしょうか。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="養蚕によって作られるものと需要" title="養蚕によって作られるものと需要" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11335">養蚕によって作られるものと需要</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11335">養蚕ではその作業により生糸が作られることとなりますが、最近ではその生糸の需要が減ってきています。
では生糸から何が作られるのか。有名なところでは絹織物でしょう。他には絹靴下などの編物や、組紐(くみひも)などの組物、琴糸や三味線糸などにも使われています。需要の観点から言えば明らかに「着物離れ」であることは明確です。
着物は普段着から特別な日に着る晴れ着としての役割に移り変わってきました。そのため着物の需要は減り、直接的に養蚕の需要も減っていきました。
その解決策の一つとして街の景観の整備を提案します。近代化する都市で着物は浮いてしまいます。京都の景観保持の例のように上田地域でも着物が溶け込めるような景観を作り出す、あるいは復元すれば需要も増えるのではないでしょうか。</a></td><td class="date">2022-11-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11334">84</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/606/011334.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田で養蚕はなぜ始まったのか。」養蚕のこれからを考えていくとき、過去を振り返ることはとても大切なことです。今回では上田で養蚕がどのようにして始まっていったのかを振り返ります。

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

年間降水量が1000ミリ以下の上田地域は長野県内でもとりわけ蚕の飼育に適しています。全国的にみてもこれほど降水量が少ない土地はそうありません。養蚕業をするには輸出がしやすい海辺の方がコストがかかりませんが、どうしても降水量は多くなります。
そういった理由も一部あり長野が養蚕の名産になったのです。
また、上田の養蚕の始まりは寛文の時代に藤本善右衛門家によってはじめられたとされています。</a></td><td class="date">2022-11-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11258">85</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/491/011258.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市マルチメディア情報センター　振り返り」個人的に印象的に残っているのが蚕糸業でした。上田市に深い関わりがある蚕糸業は今ではそこまで見なくなってしまいましたが、一昔前は上田の中でも名のある産業でした。昔から上田に住んでいたため学校でも習ってきたので、ある程度は理解していましたが、ビデオで見ると養蚕の効率化が凄く、職人の手付きで蚕が凄まじい速度で育って行くのを見るのは感慨深いものがありました。自分も子供の頃に蚕を育てたことがあったので、蚕をこんなにも手際よくお世話できるのは凄いと感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/491/thumbnails/011258.jpg" alt="上田市マルチメディア情報センター　振り返り" title="上田市マルチメディア情報センター　振り返り" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11258">上田市マルチメディア情報センター　振り返り</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11258">個人的に印象的に残っているのが蚕糸業でした。上田市に深い関わりがある蚕糸業は今ではそこまで見なくなってしまいましたが、一昔前は上田の中でも名のある産業でした。昔から上田に住んでいたため学校でも習ってきたので、ある程度は理解していましたが、ビデオで見ると養蚕の効率化が凄く、職人の手付きで蚕が凄まじい速度で育って行くのを見るのは感慨深いものがありました。自分も子供の頃に蚕を育てたことがあったので、蚕をこんなにも手際よくお世話できるのは凄いと感じました。</a></td><td class="date">2022-11-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10455">86</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/482/010455.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西部地域　正福寺」上田市秋和に位置するお寺。養蚕の神様である馬鳴菩薩が祀られている。
また、江戸時代に起こった「戌の満水」と呼ばれる千曲川の洪水の被害者を祀った千人塚が建てられている。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/482/thumbnails/010455.jpg" alt="西部地域　正福寺" title="西部地域　正福寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10455">西部地域　正福寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10455">上田市秋和に位置するお寺。養蚕の神様である馬鳴菩薩が祀られている。
また、江戸時代に起こった「戌の満水」と呼ばれる千曲川の洪水の被害者を祀った千人塚が建てられている。</a></td><td class="date">2022-10-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10439">87</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/552/010439.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田だけじゃない！蚕糸業で栄えた城下・松代」　長野県松代町は、明治期に養蚕業が盛んに行われていました。横浜・上田と共に日本シルクロードとも言われていました。
　写真の旧横田家住宅は、国重要文化財に指定されており、和田(横田)英が生まれた場所でした。和田英は、１５歳のころから群馬の富岡製糸場で努力し、帰郷したのち、六工製糸場で指導、製糸業発展に尽力した人物です。和田英の著した『富岡日記』も有名な書物です。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田だけじゃない！蚕糸業で栄えた城下・松代" title="上田だけじゃない！蚕糸業で栄えた城下・松代" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10439">上田だけじゃない！蚕糸業で栄えた城下・松代</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10439">　長野県松代町は、明治期に養蚕業が盛んに行われていました。横浜・上田と共に日本シルクロードとも言われていました。
　写真の旧横田家住宅は、国重要文化財に指定されており、和田(横田)英が生まれた場所でした。和田英は、１５歳のころから群馬の富岡製糸場で努力し、帰郷したのち、六工製糸場で指導、製糸業発展に尽力した人物です。和田英の著した『富岡日記』も有名な書物です。</a></td><td class="date">2022-10-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10430">88</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/564/010430.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「しだれ桑」蚕都上田のシンボルであるしだれ桑。皇居内御養蚕所、富岡製糸場など多くの蚕糸関連施設に植栽がみられる。また、天皇皇后両陛下は2代2度にわたり、上田地域を代表する蚕糸施設として笠原工業を訪れている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="しだれ桑" title="しだれ桑" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10430">しだれ桑</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10430">蚕都上田のシンボルであるしだれ桑。皇居内御養蚕所、富岡製糸場など多くの蚕糸関連施設に植栽がみられる。また、天皇皇后両陛下は2代2度にわたり、上田地域を代表する蚕糸施設として笠原工業を訪れている。</a></td><td class="date">2022-10-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10429">89</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/564/010429.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「猫は蚕の神様」蚕や蛹や繭まであたりかまわずかじってしまうほど鼠の害は長年人類の暮らしを悩ませていました。
そのため、養蚕をする人々は鼠駆除の目的で実際に猫を飼ったりする一方で蚕が無事に育っていい繭を作ってくれるよう鼠除けのために猫に丸わる様々な祈願をしたとされているそうです。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="猫は蚕の神様" title="猫は蚕の神様" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10429">猫は蚕の神様</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10429">蚕や蛹や繭まであたりかまわずかじってしまうほど鼠の害は長年人類の暮らしを悩ませていました。
そのため、養蚕をする人々は鼠駆除の目的で実際に猫を飼ったりする一方で蚕が無事に育っていい繭を作ってくれるよう鼠除けのために猫に丸わる様々な祈願をしたとされているそうです。</a></td><td class="date">2022-10-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10342">90</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/560/010342.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「昭和の残り香を巡る～②上田遊郭跡編～」「昭和の残り香を巡る」第二弾は上田遊郭跡です。
古地図には上田遊郭という土地が残されています。
今回はその跡地を巡ります。
上田郵便局を抜けた旧花園周辺。細い道の多い住宅街の中に急に車二台がすれ違えるような広い道が現れます。
そこが遊郭の目抜き通りです。
今は閑静な住宅街となっていますが、昭和五年発行の「全国遊郭案内」では日本有数の養蚕地であり、遊女が130人にも及ぶ発展を見せた遊郭であったと記されています。
名残といえば、当時からあった神社と電柱に残る新地という文字のみですが、急に広い道になるのは意味があるものだったみたいです。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="昭和の残り香を巡る～②上田遊郭跡編～" title="昭和の残り香を巡る～②上田遊郭跡編～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10342">昭和の残り香を巡る～②上田遊郭跡編～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10342">「昭和の残り香を巡る」第二弾は上田遊郭跡です。
古地図には上田遊郭という土地が残されています。
今回はその跡地を巡ります。
上田郵便局を抜けた旧花園周辺。細い道の多い住宅街の中に急に車二台がすれ違えるような広い道が現れます。
そこが遊郭の目抜き通りです。
今は閑静な住宅街となっていますが、昭和五年発行の「全国遊郭案内」では日本有数の養蚕地であり、遊女が130人にも及ぶ発展を見せた遊郭であったと記されています。
名残といえば、当時からあった神社と電柱に残る新地という文字のみですが、急に広い道になるのは意味があるものだったみたいです。</a></td><td class="date">2022-10-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10314">91</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/499/010314.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「千人塚」秋和の正福寺にある千人塚です。千曲川が氾濫(戌の満水1742年)して、犠牲になった人を供養しています。ちなみに昔は上田城下の公園のところは千曲川だったらしいですよ。正福寺のの観音堂には養蚕にまつわる仏様が祀られているそうです。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="千人塚" title="千人塚" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10314">千人塚</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10314">秋和の正福寺にある千人塚です。千曲川が氾濫(戌の満水1742年)して、犠牲になった人を供養しています。ちなみに昔は上田城下の公園のところは千曲川だったらしいですよ。正福寺のの観音堂には養蚕にまつわる仏様が祀られているそうです。</a></td><td class="date">2022-10-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10122">92</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/010122.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「こんなところに桑の木」蓼科高校の「立科町探検隊」で生徒をマイクロバスで見送った後、私はふるさと交流館から車を停めた権現の湯に歩いて移動。このようなまったりとした地域散策は久しぶりです。いろいろな発見に満ち満ちた面白い体験。

何とここでは桑の木を発見。養蚕がなされなくなって数十年が経過したにもかかわらず、ここに伐根されていない桑の木があるとは。その希少さに感動です。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/010122.jpg" alt="こんなところに桑の木" title="こんなところに桑の木" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10122">こんなところに桑の木</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10122">蓼科高校の「立科町探検隊」で生徒をマイクロバスで見送った後、私はふるさと交流館から車を停めた権現の湯に歩いて移動。このようなまったりとした地域散策は久しぶりです。いろいろな発見に満ち満ちた面白い体験。

何とここでは桑の木を発見。養蚕がなされなくなって数十年が経過したにもかかわらず、ここに伐根されていない桑の木があるとは。その希少さに感動です。</a></td><td class="date">2022-10-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9570">93</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「現代に繋がる主導的産業の偏移について」　幕末の開港によって長野県は地域経済を世界につなげることになった。そこで長野県を国外まで広げる一翼を担ったのは生糸でした。
　長野県は外国との交流が始まると、器械製糸を取り入れ、養蚕や蚕種業の技術開発や改良に力を入れました。それで、蚕糸王国と呼ばれることになったわけです。長野県の近代のあゆみは養蚕や製糸業の盛衰に左右され長野県の命綱は、蚕糸業であったと断言して過言ではありません。
長野県の製糸業は県外や外国にまで進出し、日本の製糸の中心となります。なので、長野県内のいたるところの農家では養蚕が営まれました。
　蚕糸業は大正時代から昭和初年にかけて全盛期を迎えますが、1929年（昭和4）からの世界大恐慌の影響をうけ、製糸業を営む会社の倒産が相次ぎ、繭価の価値の大暴落のため生活を養蚕に"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="現代に繋がる主導的産業の偏移について" title="現代に繋がる主導的産業の偏移について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9570">現代に繋がる主導的産業の偏移について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9570">　幕末の開港によって長野県は地域経済を世界につなげることになった。そこで長野県を国外まで広げる一翼を担ったのは生糸でした。
　長野県は外国との交流が始まると、器械製糸を取り入れ、養蚕や蚕種業の技術開発や改良に力を入れました。それで、蚕糸王国と呼ばれることになったわけです。長野県の近代のあゆみは養蚕や製糸業の盛衰に左右され長野県の命綱は、蚕糸業であったと断言して過言ではありません。
長野県の製糸業は県外や外国にまで進出し、日本の製糸の中心となります。なので、長野県内のいたるところの農家では養蚕が営まれました。
　蚕糸業は大正時代から昭和初年にかけて全盛期を迎えますが、1929年（昭和4）からの世界大恐慌の影響をうけ、製糸業を営む会社の倒産が相次ぎ、繭価の価値の大暴落のため生活を養蚕に</a></td><td class="date">2022-08-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9548">94</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長野県の蚕の歴史」今回、私は、上田市と岡谷市の養蚕と製糸産業の歴史について調査をした。このテーマにしようと考えた理由は、上田市と岡谷市で蚕にまつわる歴史があったからだ。私の地元の岡谷市は、かつて製糸産業が盛んだった。そして、上田市は、「蚕都」と呼ばれるように、養蚕の地であった背景がある。養蚕と製糸という、蚕によって結びつけられたテーマを元に、今回は、調査結果を述べていく。
はじめに、上田市の養蚕についてだ。蚕種製造・養蚕は、寛文の時代 (1661~1673) に始まった。蚕の飼育をする上で、気候が適していたため、春に育成していたようだ。一方、岡谷市の製糸は、幕末から明治にかけて盛んになっていった。「近代国家」への転換のための、外貨の獲得に、岡谷市の製糸産業は大きな貢献をしたようだ。
上田市で、養蚕が盛んになっ"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="長野県の蚕の歴史" title="長野県の蚕の歴史" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9548">長野県の蚕の歴史</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9548">今回、私は、上田市と岡谷市の養蚕と製糸産業の歴史について調査をした。このテーマにしようと考えた理由は、上田市と岡谷市で蚕にまつわる歴史があったからだ。私の地元の岡谷市は、かつて製糸産業が盛んだった。そして、上田市は、「蚕都」と呼ばれるように、養蚕の地であった背景がある。養蚕と製糸という、蚕によって結びつけられたテーマを元に、今回は、調査結果を述べていく。
はじめに、上田市の養蚕についてだ。蚕種製造・養蚕は、寛文の時代 (1661~1673) に始まった。蚕の飼育をする上で、気候が適していたため、春に育成していたようだ。一方、岡谷市の製糸は、幕末から明治にかけて盛んになっていった。「近代国家」への転換のための、外貨の獲得に、岡谷市の製糸産業は大きな貢献をしたようだ。
上田市で、養蚕が盛んになっ</a></td><td class="date">2022-08-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9078">95</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/009078.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト始動2022/05/12」2022年度になり、前川ゼミの新年度のプロジェクトの一つ「藤本蚕業プロジェクト」が始動しました。

そもそも「藤本蚕業」とは何か。その背景にある蚕種製造業、地域「上塩尻」の理解など、このプロジェクトを進めるには何をおいても現地視察から。藤本蚕業歴史館で地元の方々と顔合わせして情報交換、続いて藤本蚕業歴史館の見学、藤本蚕室、佐藤家住宅(2021年、国有形登録文化財に指定された蚕種製造民家)を見学しました。江戸期の蚕種製造家・藤本善右衛門保右()が著した養蚕の手引書『蚕かひの学』(こがいのまなび、初版は1841年)の版木もあり、残されている史料は貴重なものです。当日は、通常では見学できない藤本蚕室の２階を特別に見学させていただきました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/009078.jpg" alt="前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト始動2022/05/12" title="前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト始動2022/05/12" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9078">前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト始動2022/05/12</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9078">2022年度になり、前川ゼミの新年度のプロジェクトの一つ「藤本蚕業プロジェクト」が始動しました。

そもそも「藤本蚕業」とは何か。その背景にある蚕種製造業、地域「上塩尻」の理解など、このプロジェクトを進めるには何をおいても現地視察から。藤本蚕業歴史館で地元の方々と顔合わせして情報交換、続いて藤本蚕業歴史館の見学、藤本蚕室、佐藤家住宅(2021年、国有形登録文化財に指定された蚕種製造民家)を見学しました。江戸期の蚕種製造家・藤本善右衛門保右()が著した養蚕の手引書『蚕かひの学』(こがいのまなび、初版は1841年)の版木もあり、残されている史料は貴重なものです。当日は、通常では見学できない藤本蚕室の２階を特別に見学させていただきました。</a></td><td class="date">2022-06-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8943">96</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/455/008943.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「喜光堂の桑の葉ほうじ」喜光堂さんで信州上田のお茶『桑の葉ほうじ』を買いました。養蚕業が盛んだった頃、桑の葉は蚕の餌とされていました。その桑の葉を喜光堂さんの技術で焙煎されたのが桑の葉ほうじです。
実際に飲んでみると、甘いものにもしょっぱいものにもよく合い、美味しかったです。
桑の葉ほうじは健康に良く、便秘や高血糖に効果があるそうです。
お茶の他にも、抹茶ソフトクリームやほうじ茶ソフトクリームも美味しいのでぜひ食べてみてください。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/455/thumbnails/008943.jpg" alt="喜光堂の桑の葉ほうじ" title="喜光堂の桑の葉ほうじ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8943">喜光堂の桑の葉ほうじ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8943">喜光堂さんで信州上田のお茶『桑の葉ほうじ』を買いました。養蚕業が盛んだった頃、桑の葉は蚕の餌とされていました。その桑の葉を喜光堂さんの技術で焙煎されたのが桑の葉ほうじです。
実際に飲んでみると、甘いものにもしょっぱいものにもよく合い、美味しかったです。
桑の葉ほうじは健康に良く、便秘や高血糖に効果があるそうです。
お茶の他にも、抹茶ソフトクリームやほうじ茶ソフトクリームも美味しいのでぜひ食べてみてください。</a></td><td class="date">2022-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8941">97</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/455/008941.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「みすゞ飴本舗 飯島商店で歴史を感じる」上田駅から徒歩3分程度にある、みすゞ飴本舗 飯島商店 上田本店に初めて行ってきました。
本店は大正モダンな雰囲気で、みすず飴やジャムが販売されていました。みすず飴の他にも大正時代のものと思われる道具、花岡塗という上田市特有の漆工芸品が展示されていました。
ショーケースにはみすず飴が展示されており、宝石のような輝きを放っていました。上田市民ですが、みすず飴がこんなに綺麗なものだとは思っていなかったので驚きでした。

本店を出て少し歩いたところに分店がありました。分店は明治時代に養蚕業が栄えていた頃、上田駅から出荷される蚕の繭を一次集積用に建てられた繭蔵だそうです。この建物は貴重な国民的財産として大切にされています。
分店でもみすず飴やジャムを購入できます。

みすず飴本舗専用の駐車場"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/455/thumbnails/008941.jpg" alt="みすゞ飴本舗 飯島商店で歴史を感じる" title="みすゞ飴本舗 飯島商店で歴史を感じる" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8941">みすゞ飴本舗 飯島商店で歴史を感じる</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8941">上田駅から徒歩3分程度にある、みすゞ飴本舗 飯島商店 上田本店に初めて行ってきました。
本店は大正モダンな雰囲気で、みすず飴やジャムが販売されていました。みすず飴の他にも大正時代のものと思われる道具、花岡塗という上田市特有の漆工芸品が展示されていました。
ショーケースにはみすず飴が展示されており、宝石のような輝きを放っていました。上田市民ですが、みすず飴がこんなに綺麗なものだとは思っていなかったので驚きでした。

本店を出て少し歩いたところに分店がありました。分店は明治時代に養蚕業が栄えていた頃、上田駅から出荷される蚕の繭を一次集積用に建てられた繭蔵だそうです。この建物は貴重な国民的財産として大切にされています。
分店でもみすず飴やジャムを購入できます。

みすず飴本舗専用の駐車場</a></td><td class="date">2022-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8636">98</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/448/008636.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「「私の地域探求」一覧(情報通信文化論2021成果物)」<font color=orange>★</font>：マイテーマ　<font color=orange>◆</font>：探求者のマイサイトにリンク　【１】～【７】の地域は上田

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

<b>【１】上田の歴史</b>
<font color=orange>★</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/yoto1221?t=138>1「上田藩第6代藩主 松平忠固」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/yoto1221>yo-to</a>)
<font color=orange>★</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/joji20021984?t=12>2「上田の歴史（貿易、蚕糸業、金融）」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/joji20021984>じょうじ</a>)
<font color=orange>◆</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/urio815>3「明治の上田での生活」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/urio815>Ｔ</a>)
<font color=orange>★</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/2611418790no?t=150>4「戦時中の暮らしについて」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/2611418790no>みるくた</a></td><td class="date">2022-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8601">99</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「6　まとめ」明治～大正時代の文化や生活について調べていて、西洋の文化が取り入れられ現代つながる様々な変化が訪れたことを知り大変興味深く思いました。伝統や文化的特徴が残るというのは、そのもの自体に価値があることの証明なのだと感じました。
上田市も建築や鉄道開発などの点で影響を受けており、養蚕業で発展した街がさらに賑わうことの一助となりました。「蚕都上田」と呼ばれる当時の上田市は、金融業も盛んであり、資料で見てみると街の中の銀行の多さが如実にそれを表しています。製糸業の盛んな街には銀行の数が多いのも大きな特色なのだと思われます。

この探求を通して、上田市の文化的特徴や、当時の観光、産業の発展について深く知ることが出来ました。現在の上田市は、観光都市として発展しているわけではありませんが、こ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="6　まとめ" title="6　まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8601">6　まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8601">明治～大正時代の文化や生活について調べていて、西洋の文化が取り入れられ現代つながる様々な変化が訪れたことを知り大変興味深く思いました。伝統や文化的特徴が残るというのは、そのもの自体に価値があることの証明なのだと感じました。
上田市も建築や鉄道開発などの点で影響を受けており、養蚕業で発展した街がさらに賑わうことの一助となりました。「蚕都上田」と呼ばれる当時の上田市は、金融業も盛んであり、資料で見てみると街の中の銀行の多さが如実にそれを表しています。製糸業の盛んな街には銀行の数が多いのも大きな特色なのだと思われます。

この探求を通して、上田市の文化的特徴や、当時の観光、産業の発展について深く知ることが出来ました。現在の上田市は、観光都市として発展しているわけではありませんが、こ</a></td><td class="date">2022-02-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8599">100</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/427/008599.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場」明治33年（1990）創業の機械製糸工場。
国指定重要文化財

製糸に関連する施設15棟が現存しており、そのうち明治から大正時代にかけて建てられた7棟が平成24年に国の重要文化財に指定される。

蚕種で栄えていた上田の養蚕を製糸で支えていた。
養蚕・製糸・紬糸・機織り・教育など蚕糸業にまつわる種々の活動が総合的な発展を遂げて「蚕都上田」と呼ばれるまで成長する。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/427/thumbnails/008599.jpg" alt="常田館製糸場" title="常田館製糸場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8599">常田館製糸場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8599">明治33年（1990）創業の機械製糸工場。
国指定重要文化財

製糸に関連する施設15棟が現存しており、そのうち明治から大正時代にかけて建てられた7棟が平成24年に国の重要文化財に指定される。

蚕種で栄えていた上田の養蚕を製糸で支えていた。
養蚕・製糸・紬糸・機織り・教育など蚕糸業にまつわる種々の活動が総合的な発展を遂げて「蚕都上田」と呼ばれるまで成長する。</a></td><td class="date">2022-02-09</td></tr></table><div class="pagenavi">  <a class="arrow" title="Page 1" href="?c=&t=&s=養蚕&all=&n=&r=&v=1">≪</a>  <span class="current">1</span>  <a class="page" title="Page 2" href="?c=&t=&s=養蚕&all=&n=&r=&v=2">2</a>  <a class="arrow" title="Page 2" href="?c=&t=&s=養蚕&all=&n=&r=&v=2">≫</a></div></div>
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					<ul><li><a href="?c=&s=養蚕">養蚕(25)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市">上田市(21)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕都上田">蚕都上田(17)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸業">蚕糸業(16)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史">歴史(13)</a></li><li><a href="?c=&s=上田">上田(11)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県">長野県(10)</a></li><li><a href="?c=&s=製糸業">製糸業(10)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造">蚕種製造(9)</a></li><li><a href="?c=&s=笠原工業">笠原工業(9)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕">蚕(8)</a></li><li><a href="?c=&s=上田紬">上田紬(8)</a></li><li><a href="?c=&s=信州">信州(8)</a></li><li><a href="?c=&s=常田館製糸所">常田館製糸所(7)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻">上塩尻(6)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕都">蚕都(6)</a></li><li><a href="?c=&s=信州上田学">信州上田学(6)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕業">養蚕業(5)</a></li><li><a href="?c=&s=長野大学">長野大学(5)</a></li><li><a href="?c=&s=食">食(4)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸王国">蚕糸王国(4)</a></li><li><a href="?c=&s=地域史">地域史(4)</a></li><li><a href="?c=&s=産業史">産業史(4)</a></li><li><a href="?c=&s=上田蚕種">上田蚕種(4)</a></li><li><a href="?c=&s=小県蚕業学校">小県蚕業学校(4)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸業史">蚕糸業史(3)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃国">信濃国(3)</a></li><li><a href="?c=&s=上田町">上田町(3)</a></li><li><a href="?c=&s=郷土史">郷土史(3)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸">蚕糸(3)</a></li><li><a href="?c=&s=製糸">製糸(3)</a></li><li><a href="?c=&s=猫瓦">猫瓦(3)</a></li><li><a href="?c=&s=お土産">お土産(3)</a></li><li><a href="?c=&s=スイーツ">スイーツ(3)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種">蚕種(3)</a></li><li><a href="?c=&s=レトロ">レトロ(2)</a></li><li><a href="?c=&s=桑">桑(2)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃">信濃(2)</a></li><li><a href="?c=&s=生糸">生糸(2)</a></li><li><a href="?c=&s=小岩井紬工房">小岩井紬工房(2)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本蚕業歴史館">藤本蚕業歴史館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造民家群">蚕種製造民家群(2)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本善右衛門">藤本善右衛門(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田東高校">上田東高校(2)</a></li><li><a href="?c=&s=校歌">校歌(2)</a></li><li><a href="?c=&s=土井晩翠">土井晩翠(2)</a></li><li><a href="?c=&s=岡野貞一">岡野貞一(2)</a></li><li><a href="?c=&s=旧常田館製糸場">旧常田館製糸場(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕業">蚕業(2)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田時報">西塩田時報(2)</a></li><li><a href="?c=&s=時報">時報(2)</a></li><li><a href="?c=&s=りんご">りんご(2)</a></li><li><a href="?c=&s=千曲川">千曲川(2)</a></li><li><a href="?c=&s=ポスト蚕糸業">ポスト蚕糸業(2)</a></li><li><a href="?c=&s=前川道博">前川道博(2)</a></li><li><a href="?c=&s=近代">近代(2)</a></li><li><a href="?c=&s=サントミューゼ">サントミューゼ(2)</a></li><li><a href="?c=&s=グルメ">グルメ(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学習">地域学習(2)</a></li><li><a href="?c=&s=長野">長野(2)</a></li><li><a href="?c=&s=昆虫食">昆虫食(2)</a></li><li><a href="?c=&s=さなぎ">さなぎ(2)</a></li><li><a href="?c=&s=#上田市#上塩尻#神社#歴史#文化#伝統#万葉集#自然#歌碑#山#神様">#上田市#上塩尻#神社#歴史#文化#伝統#万葉集#自然#歌碑#山#神様(1)</a></li><li><a href="?c=&s=人物">人物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近現代">近現代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=第十九国立銀行">第十九国立銀行(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鶏肉">鶏肉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=平野屋">平野屋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=栽桑">栽桑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桑苗">桑苗(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桑の実">桑の実(1)</a></li><li><a href="?c=&s=体験">体験(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田と生糸貿易">上田と生糸貿易(1)</a></li><li><a href="?c=&s=武石ともしび博物館">武石ともしび博物館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=着物">着物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=和服">和服(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小岩井カリナ">小岩井カリナ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=UEDA SILK">UEDA SILK(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文化">文化(1)</a></li><li><a href="?c=&s=工学院大学山崎弘研究室">工学院大学山崎弘研究室(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ミニチュア">ミニチュア(1)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕民家集落">養蚕民家集落(1)</a></li><li><a href="?c=&s=続錦雑誌">続錦雑誌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国立歴史民俗博物館">国立歴史民俗博物館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=博物展示">博物展示(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近代教育">近代教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石碑">石碑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=重要文化財">重要文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=製糸場">製糸場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=産業遺産">産業遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕業教育">蚕業教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕教師">養蚕教師(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学校">学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕の里サロン">蚕の里サロン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=和遊学舎">和遊学舎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=シルク">シルク(1)</a></li><li><a href="?c=&s=セミナー">セミナー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=絹の里づくり">絹の里づくり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕の里">蚕の里(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山田順子">山田順子(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大谷宗之">大谷宗之(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸子">丸子(1)</a></li><li><a href="?c=&s=グリーンヒル">グリーンヒル(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸子城">丸子城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ベルプラザ">ベルプラザ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕、蚕種、民家、歴史、産業遺産、まちあるき">養蚕、蚕種、民家、歴史、産業遺産、まちあるき(1)</a></li><li><a href="?c=&s=田んぼ">田んぼ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=越屋根">越屋根(1)</a></li><li><a href="?c=&s=水神様">水神様(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蠶">蠶(1)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田公報">西塩田公報(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕かひの学">蚕かひの学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市">長野市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長沼">長沼(1)</a></li><li><a href="?c=&s=群馬">群馬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高崎">高崎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高崎だるま">高崎だるま(1)</a></li><li><a href="?c=&s=だるまの歴史">だるまの歴史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田蚕種協業組合事務棟">上田蚕種協業組合事務棟(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岡谷市">岡谷市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=シルクロード">シルクロード(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸王国信州">蚕糸王国信州(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸王国信州ものがたり">蚕糸王国信州ものがたり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻蚕種製造民家群">上塩尻蚕種製造民家群(1)</a></li><li><a href="?c=&s=セイコーエプソン">セイコーエプソン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=片倉工業">片倉工業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近代産業">近代産業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=シナノケンシ">シナノケンシ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岡谷蚕糸博物館">岡谷蚕糸博物館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駒ケ根シルクミュージアム">駒ケ根シルクミュージアム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧林家住宅">旧林家住宅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=疎開企業">疎開企業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近代化産業遺産">近代化産業遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州紬">信州紬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伝統的工芸品">伝統的工芸品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田蚕糸専門学校">上田蚕糸専門学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=繊維工学">繊維工学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=素材開発">素材開発(1)</a></li><li><a href="?c=&s=シルクソープ">シルクソープ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=新しい蚕業">新しい蚕業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=世界遺産">世界遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=富岡製糸場">富岡製糸場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大正">大正(1)</a></li><li><a href="?c=&s=市街地">市街地(1)</a></li><li><a href="?c=&s=道と川の駅">道と川の駅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=おとぎの里">おとぎの里(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ご当地">ご当地(1)</a></li><li><a href="?c=&s=期間限定">期間限定(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田">塩田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ため池">ため池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=紬">紬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伝統">伝統(1)</a></li><li><a href="?c=&s=情報通信文化論">情報通信文化論(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学生">学生(1)</a></li><li><a href="?c=&s=私の地域探求">私の地域探求(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域キュレーション">地域キュレーション(1)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルアーカイブ学習">デジタルアーカイブ学習(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域アーカイブ">地域アーカイブ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=一次資料">一次資料(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域資料">地域資料(1)</a></li><li><a href="?c=&s=主体的学習">主体的学習(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大正モダン">大正モダン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ジャム">ジャム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=みすず飴">みすず飴(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桑の葉">桑の葉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ほうじ茶">ほうじ茶(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ソフトクリーム">ソフトクリーム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=緑茶">緑茶(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お茶">お茶(1)</a></li><li><a href="?c=&s=海野町商店街">海野町商店街(1)</a></li><li><a href="?c=&s=前川ゼミ">前川ゼミ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本工業">藤本工業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造業">蚕種製造業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桑の木">桑の木(1)</a></li><li><a href="?c=&s=立科町">立科町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=西部地域">西部地域(1)</a></li><li><a href="?c=&s=千人塚">千人塚(1)</a></li><li><a href="?c=&s=遊郭">遊郭(1)</a></li><li><a href="?c=&s=昭和">昭和(1)</a></li><li><a href="?c=&s=2022信州上田学">2022信州上田学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松代">松代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=寺">寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=常田館製市場">常田館製市場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻まちあるき2022">上塩尻まちあるき2022(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史的景観">歴史的景観(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小学校">小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸子地域">丸子地域(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田マルチメディア情報センター">上田マルチメディア情報センター(1)</a></li><li><a href="?c=&s=情報">情報(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田鯉">塩田鯉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田の歴史">上田の歴史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域探検">地域探検(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術">農民美術(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田平">塩田平(1)</a></li><li><a href="?c=&s=デザイン">デザイン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルコモンズ">デジタルコモンズ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=まちあるき">まちあるき(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田小県">上田小県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=瓦">瓦(1)</a></li><li><a href="?c=&s=家">家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鬼瓦">鬼瓦(1)</a></li><li><a href="?c=&s=産業">産業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=自然">自然(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鬼怒川">鬼怒川(1)</a></li><li><a href="?c=&s=茨城県">茨城県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=栃木県">栃木県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=北関東道">北関東道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伝説">伝説(1)</a></li><li><a href="?c=&s=昆虫">昆虫(1)</a></li><li><a href="?c=&s=イナゴ">イナゴ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=いなご">いなご(1)</a></li><li><a href="?c=&s=笠原組常田館製糸所">笠原組常田館製糸所(1)</a></li></ul>
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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: '127109',
					name: '上田市の歴史を活かした観光',
					lat: 36.40816886224556,
					lng: 138.2459505588503,
					contents: '<a href="?c=&p=127109">上田市の歴史を活かした観光</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126915',
					name: '蚕都上田　常田館製糸所　煙突',
					lat: 36.39378944436183,
					lng: 138.25502157211304,
					contents: '<a href="?c=&p=126915">蚕都上田　常田館製糸所　煙突</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126914',
					name: '蚕都上田　常田館製糸所　味噌・醤油蔵',
					lat: 36.39378080809769,
					lng: 138.25502157211304,
					contents: '<a href="?c=&p=126914">蚕都上田　常田館製糸所　味噌・醤油蔵</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126913',
					name: '蚕都上田　常田館製糸所　食堂',
					lat: 36.39378944436183,
					lng: 138.25502157211304,
					contents: '<a href="?c=&p=126913">蚕都上田　常田館製糸所　食堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126911',
					name: '蚕都上田　常田館製糸所　風呂場',
					lat: 36.39378080809769,
					lng: 138.25502157211304,
					contents: '<a href="?c=&p=126911">蚕都上田　常田館製糸所　風呂場</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126909',
					name: '蚕都上田　常田館製糸所　オーナー家',
					lat: 36.39378080809769,
					lng: 138.25502157211304,
					contents: '<a href="?c=&p=126909">蚕都上田　常田館製糸所　オーナー家</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126908',
					name: '蚕都上田　常田館製糸所　天皇来訪',
					lat: 36.39378944436183,
					lng: 138.25502157211304,
					contents: '<a href="?c=&p=126908">蚕都上田　常田館製糸所　天皇来訪</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126907',
					name: '蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所',
					lat: 36.39378944436183,
					lng: 138.25502157211304,
					contents: '<a href="?c=&p=126907">蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126906',
					name: '蚕都上田　笠原組常田館製糸所',
					lat: 36.39378080809769,
					lng: 138.25502157211304,
					contents: '<a href="?c=&p=126906">蚕都上田　笠原組常田館製糸所</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126806',
					name: '蚕のサナギ',
					lat: 36.38383983195559,
					lng: 138.21957349777222,
					contents: '<a href="?c=&p=126806">蚕のサナギ</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126805',
					name: 'イナゴ',
					lat: 36.383826875901065,
					lng: 138.2195895910263,
					contents: '<a href="?c=&p=126805">イナゴ</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125225',
					name: '鬼怒川は絹川？',
					lat: 36.46054010393052,
					lng: 139.9540691483492,
					contents: '<a href="?c=&p=125225">鬼怒川は絹川？</a>'
			 }, 
					  {
					id: '124978',
					name: '上田蚕種：蚕種製造の現場・交尾割愛作業',
					lat: 36.394661702097636,
					lng: 138.2607936859131,
					contents: '<a href="?c=&p=124978">上田蚕種：蚕種製造の現場・交尾割愛作業</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55370',
					name: '上田蚕種：蚕種製造の現場・雄雌鑑別',
					lat: 36.394661702097636,
					lng: 138.2607936859131,
					contents: '<a href="?c=&p=55370">上田蚕種：蚕種製造の現場・雄雌鑑別</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55234',
					name: '猫瓦',
					lat: 36.41833187393886,
					lng: 138.21775440495887,
					contents: '<a href="?c=&p=55234">猫瓦</a>'
			 }, 
					  {
					id: '54168',
					name: '名工の社殿と養蚕農家　～上田市下堀地区～',
					lat: 36.3809117087476,
					lng: 138.2677459716797,
					contents: '<a href="?c=&p=54168">名工の社殿と養蚕農家　～上田市下堀地区～</a>'
			 }, 
					  {
					id: '42651',
					name: '上田市マルチメディア情報センター',
					lat: 36.363833112529235,
					lng: 138.23684692382812,
					contents: '<a href="?c=&p=42651">上田市マルチメディア情報センター</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11715',
					name: '現代にも伝わる養蚕',
					lat: 36.35543497722895,
					lng: 138.30568313598633,
					contents: '<a href="?c=&p=11715">現代にも伝わる養蚕</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11709',
					name: '桑の葉を上田名物へ（？）',
					lat: 36.398066436266824,
					lng: 138.25027272105217,
					contents: '<a href="?c=&p=11709">桑の葉を上田名物へ（？）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11693',
					name: '養蚕業が作った大屋駅',
					lat: 36.369684959685706,
					lng: 138.2967017057552,
					contents: '<a href="?c=&p=11693">養蚕業が作った大屋駅</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11655',
					name: '受け継がれる蚕都の伝統',
					lat: 36.39869468733723,
					lng: 138.2433271408081,
					contents: '<a href="?c=&p=11655">受け継がれる蚕都の伝統</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11580',
					name: '上塩尻における養蚕業①',
					lat: 36.41730390087524,
					lng: 138.2085652311149,
					contents: '<a href="?c=&p=11580">上塩尻における養蚕業①</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11502',
					name: '上塩尻まちあるき：猫瓦',
					lat: 36.4188644638289,
					lng: 138.2145413438828,
					contents: '<a href="?c=&p=11502">上塩尻まちあるき：猫瓦</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11497',
					name: '上田蚕種協業組合',
					lat: 36.39466170209766,
					lng: 138.260777592659,
					contents: '<a href="?c=&p=11497">上田蚕種協業組合</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11386',
					name: '養蚕と着物',
					lat: 36.39358688125693,
					lng: 138.263047682234,
					contents: '<a href="?c=&p=11386">養蚕と着物</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11258',
					name: '上田市マルチメディア情報センター　振り返り',
					lat: 36.363833112529235,
					lng: 138.23685765266418,
					contents: '<a href="?c=&p=11258">上田市マルチメディア情報センター　振り返り</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10455',
					name: '西部地域　正福寺',
					lat: 36.411659780033624,
					lng: 138.23647172683164,
					contents: '<a href="?c=&p=10455">西部地域　正福寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10439',
					name: '上田だけじゃない！蚕糸業で栄えた城下・松代',
					lat: 36.56075587663043,
					lng: 138.19897413253784,
					contents: '<a href="?c=&p=10439">上田だけじゃない！蚕糸業で栄えた城下・松代</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10342',
					name: '昭和の残り香を巡る～②上田遊郭跡編～',
					lat: 36.41295250321959,
					lng: 138.24635056527185,
					contents: '<a href="?c=&p=10342">昭和の残り香を巡る～②上田遊郭跡編～</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10314',
					name: '千人塚',
					lat: 36.41169035711672,
					lng: 138.23654115200043,
					contents: '<a href="?c=&p=10314">千人塚</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10122',
					name: 'こんなところに桑の木',
					lat: 36.278945243761335,
					lng: 138.3104872887074,
					contents: '<a href="?c=&p=10122">こんなところに桑の木</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9548',
					name: '長野県の蚕の歴史',
					lat: 36.070147949858935,
					lng: 138.04949072658314,
					contents: '<a href="?c=&p=9548">長野県の蚕の歴史</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9078',
					name: '前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト始動2022/05/12',
					lat: 36.4173974028252,
					lng: 138.21680009365082,
					contents: '<a href="?c=&p=9078">前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト始動2022/05/12</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8943',
					name: '喜光堂の桑の葉ほうじ',
					lat: 36.400687353867085,
					lng: 138.25308501720428,
					contents: '<a href="?c=&p=8943">喜光堂の桑の葉ほうじ</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8941',
					name: 'みすゞ飴本舗 飯島商店で歴史を感じる',
					lat: 36.398066436266824,
					lng: 138.25027137994766,
					contents: '<a href="?c=&p=8941">みすゞ飴本舗 飯島商店で歴史を感じる</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>


