<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php</b> on line <b>39</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>51</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>52</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>53</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>55</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_attribute" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>63</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>64</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>65</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>66</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>67</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tag" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>99</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "t" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>110</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "all" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>112</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "n" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>113</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "r" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>114</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "v" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>122</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "kanrino_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>138</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "title_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>139</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tourokudate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>140</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueibasyo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>141</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueidate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>142</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "seireki_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>143</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sikityo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>144</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "ookisa_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>145</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "syozousya_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>146</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sankoubunken_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>147</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tikucode_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>148</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sagyobi_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>149</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $key_reg in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function_searchtop.php</b> on line <b>57</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>258</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>260</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>287</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>297</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>303</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>309</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_account" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>585</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
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<ol><li><a href=https://d-commons.net/uedagaku/kobuta12?t=464 target=_blank><b>こぶた／別所を盛り上げるには</b></a><br>サークルの関係で別所に行く機会が多々あるが、別所の魅力にまだ自分自身</a></td><td class="date">2024-02-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127171">3</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/783/127171.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所温泉【第五回上田氷灯ろう夢まつり】」2月8日から2月12日の五日間、別所温泉にて【第五回上田氷灯ろう夢まつり】が開催された。「2024年は甲辰の年、塩田平の日本遺産が象徴する龍をテーマに新しく動き出す成長の年を表現します」というテーマで開催された。私はこのイベントに長野大学MIZUMATCHサークルの一人として、キャンドルアートの制作等に携わった。また、五日間参加した。
このイベントに参加して、別所は地域の人から強く愛されているということを実感した。また、来場者の方々とお話することがあったが、県外から来ている方もいらっしゃって、日本遺産である北向観音堂をはじめ、別所全体は、上田の主となる観光地であると感じた。このイベントには小さなお子さんから、家族連れ、若者、高齢者等様々な方が足を運んでおり、特に休日は多くの人で賑わっていた。このよ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所温泉【第五回上田氷灯ろう夢まつり】" title="別所温泉【第五回上田氷灯ろう夢まつり】" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127171">別所温泉【第五回上田氷灯ろう夢まつり】</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127171">2月8日から2月12日の五日間、別所温泉にて【第五回上田氷灯ろう夢まつり】が開催された。「2024年は甲辰の年、塩田平の日本遺産が象徴する龍をテーマに新しく動き出す成長の年を表現します」というテーマで開催された。私はこのイベントに長野大学MIZUMATCHサークルの一人として、キャンドルアートの制作等に携わった。また、五日間参加した。
このイベントに参加して、別所は地域の人から強く愛されているということを実感した。また、来場者の方々とお話することがあったが、県外から来ている方もいらっしゃって、日本遺産である北向観音堂をはじめ、別所全体は、上田の主となる観光地であると感じた。このイベントには小さなお子さんから、家族連れ、若者、高齢者等様々な方が足を運んでおり、特に休日は多くの人で賑わっていた。このよ</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127143">4</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/689/127143.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「舌喰池」　日本遺産の「塩田平のため池群」の一つである。年間降水量が全国で最も少ない上田市は、農業用水を確保するためにため池を100か所以上作った。そのうちの一つが舌喰池である。貯水量は、138,000㎥、満水面積は、61,400㎡、堤高は7.0ｍである。舌喰池周辺の水田では、上田藩で作られる米の約半分が作られ、他にも雨乞いをする儀式の場としても使われた。舌喰池の名前の由来の一つとして、ある昔話が関係している。昔この池が造られた頃、土手から水が漏れて、十分に水を溜めることができなかった。そこで池の改修をするにあたり、土手に、生きた人を土中に埋めて祈るという「人柱」を入れなければ水が溜まらないという話があった。
くじ引きで決められたある娘さんは、日夜悲しみに明け暮れていたが、人柱に立つ前の晩、身の不運を嘆いて舌"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="舌喰池" title="舌喰池" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127143">舌喰池</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127143">　日本遺産の「塩田平のため池群」の一つである。年間降水量が全国で最も少ない上田市は、農業用水を確保するためにため池を100か所以上作った。そのうちの一つが舌喰池である。貯水量は、138,000㎥、満水面積は、61,400㎡、堤高は7.0ｍである。舌喰池周辺の水田では、上田藩で作られる米の約半分が作られ、他にも雨乞いをする儀式の場としても使われた。舌喰池の名前の由来の一つとして、ある昔話が関係している。昔この池が造られた頃、土手から水が漏れて、十分に水を溜めることができなかった。そこで池の改修をするにあたり、土手に、生きた人を土中に埋めて祈るという「人柱」を入れなければ水が溜まらないという話があった。
くじ引きで決められたある娘さんは、日夜悲しみに明け暮れていたが、人柱に立つ前の晩、身の不運を嘆いて舌</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127126">5</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/748/127126_0023_003.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中禅寺」中禅寺は、塩田平に仏教文化が根付いた時期を示す建築などがあるお寺だ。敷地はさほど広くないものの、薬師堂や如来坐像など、みるべきものが多い。
また、枯山水の庭も美しく、私が行った時には雪がうっすらとかかっていて風情があった。東屋もあるので、庭を見ながらくつろぐのもいいだろう、"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="中禅寺" title="中禅寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127126">中禅寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127126">中禅寺は、塩田平に仏教文化が根付いた時期を示す建築などがあるお寺だ。敷地はさほど広くないものの、薬師堂や如来坐像など、みるべきものが多い。
また、枯山水の庭も美しく、私が行った時には雪がうっすらとかかっていて風情があった。東屋もあるので、庭を見ながらくつろぐのもいいだろう、</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127032">6</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/775/127032.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前山寺三重塔」塩田平の南方、東前山の集落の山麓にある前山寺は弘法大師空海の開創と伝わる。

三重塔は室町時代初期の造立とされ、初層と二層に掲げられた大日如来の額で金剛界五仏を表す。
何らかの理由で二層・三層には扉や回廊がないが、簡素かつのびやかで美しいことから、未完成であるにも関わらず何の不調和もなく、「未完成の完成塔」と絶賛される。

一見、未完成の状態には見えず塔の精密さが感じられた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="前山寺三重塔" title="前山寺三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127032">前山寺三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127032">塩田平の南方、東前山の集落の山麓にある前山寺は弘法大師空海の開創と伝わる。

三重塔は室町時代初期の造立とされ、初層と二層に掲げられた大日如来の額で金剛界五仏を表す。
何らかの理由で二層・三層には扉や回廊がないが、簡素かつのびやかで美しいことから、未完成であるにも関わらず何の不調和もなく、「未完成の完成塔」と絶賛される。

一見、未完成の状態には見えず塔の精密さが感じられた。</a></td><td class="date">2024-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126980">7</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126980.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前山寺のくるみおはぎ」2008/05/11の記録。

塩田平の名刹・前山寺のくるみおはぎを賞味したいと思い、この日、前山寺を訪れました。通常、予約が必要ですが、幸いこの日は予約なしで入ることができました。前山寺のホームページによると、檀家さんを接待するのに住職さんが手作りしたのが始まりとのこと。精進料理を提供してくれるお寺さんもありますが、前山寺の檀家さんに対する接待文化を一般の私たちも体験できることはこの上ないおもてなし文化です。いわゆる普通のグルメとは違います。美味なものでした。

くるみおはぎの文化は前山寺の環境の中で一際映えたものになります。障子戸のガラス窓越しに見える借景には風情があります。軒先に立つと塩田平が一望できます。「くるみおはぎ」のみでこの文化を語ってはいけません。

参考：前山寺ホームページ"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126980.jpg" alt="前山寺のくるみおはぎ" title="前山寺のくるみおはぎ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126980">前山寺のくるみおはぎ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126980">2008/05/11の記録。

塩田平の名刹・前山寺のくるみおはぎを賞味したいと思い、この日、前山寺を訪れました。通常、予約が必要ですが、幸いこの日は予約なしで入ることができました。前山寺のホームページによると、檀家さんを接待するのに住職さんが手作りしたのが始まりとのこと。精進料理を提供してくれるお寺さんもありますが、前山寺の檀家さんに対する接待文化を一般の私たちも体験できることはこの上ないおもてなし文化です。いわゆる普通のグルメとは違います。美味なものでした。

くるみおはぎの文化は前山寺の環境の中で一際映えたものになります。障子戸のガラス窓越しに見える借景には風情があります。軒先に立つと塩田平が一望できます。「くるみおはぎ」のみでこの文化を語ってはいけません。

参考：前山寺ホームページ</a></td><td class="date">2024-02-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126964">8</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/239/126964.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学生による地域キュレーション2023(信州上田学A受講生)」学生による地域キュレーション2023(信州上田学A受講生) 
長野大学の地域科目「信州上田学A」2023を受講した学生が「信州上田」を接点として地域キュレーションした地域学習のアウトカムです。タイトルを選ぶとその学生のマイサイトを表示します(2024/02/15更新)。

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

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

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

<ol>▼社会福祉学部学生
<li>	<a href=https://d-commons.net/uedagaku/ami0902 target=_blank>いちご／上田の食</a>	
<li>	<a href=https://d-commons.net/uedagaku/sunny20 target=_blank>しおり／上田の食べ物</a>	
<li>	<a href=https://d-commons.net/uedagaku/Nana77 target=_blank>な／上田の日本遺産について</a>	
<li>	<a href=https://d-commons.net/uedagaku/rururu0408 target=_blank>るるる／塩田平の文化財</a>	
<li>	<a href=https://d-comm</a></td><td class="date">2024-02-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126934">9</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/792/126934.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺の文化財」安楽寺の文化財について、3つ紹介する。
　一枚目の写真は重要文化財の「安楽寺前開山樵谷惟仙和尚像」。樵谷惟仙（しょうこくいせん）は安楽寺の初代住職。二枚目の写真は重要文化財の「安楽寺前二世幼牛恵仁和尚像」。幼牛恵仁（ようぎゅうえにん）は安楽寺の二代目住職。これらのような禅宗の僧の彫刻像のことを「頂相（ちんそう）」という。
　三枚目の写真は上田市指定文化財の「輪蔵」。このなかには「黄檗版一切経」というお経が納められている。この輪蔵を回転すれば、文字を読めない人もお経を読める人と同じ功徳が与えられるといわれている。

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

参考文献：
上田市塩田地区学校職員会、上田市塩田文化財研究所編，『信州の鎌倉塩田平とその周辺』信毎書籍出版センター発行，昭和六〇年一二月二五日初版発行，p.66-69
曹洞宗安</a></td><td class="date">2024-02-02</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126930">10</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/792/126930.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常楽寺の''石造多宝塔と石造多層塔''」常楽寺の石造多宝塔について。写真の場所は、昔大きな火柱と一緒に観音が現れた場所と言い伝えられている。
　多宝塔というのは一枚目の写真のような塔のこと。多宝塔には木造のものと石造の物がある。常楽寺の物は石造の多宝塔で、重要文化財に指定されている。
　多宝塔のほかにも多層塔もあり、二枚目の写真が多層塔。六〇年前の大正一三年に、別所温泉北向観音堂の近くの裏山の地下で発見された。その後どこかに行ってしまったが、滋賀県で発見。別所に返してもらった。

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

参考文献：上田市塩田地区学校職員会、上田市塩田文化財研究所編，『信州の鎌倉塩田平とその周辺』信毎書籍出版センター発行，昭和六〇年一二月二五日初版発行，p.56-58</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126927">11</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/792/126927.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「北向観音の''絵馬''」北向観音堂に奉納されている絵馬はとても興味深い。馬の絵や、鬼退治の絵、善光寺地震などが描かれた絵馬がある。絵馬の由来は、神は馬に乗った姿で現れるとするため昔は本物の馬を奉納していたそう。しかし次第に木や紙、馬の像で代用するようになっていった。鎌倉時代以後には、絵馬の図柄は馬だけではなく多様なものが描かれるようになっていった。
一枚目の写真は板絵鬼女紅葉退治の絵馬。平安時代、信州戸隠山に住み悪事を働いた鬼を退治したとされる伝説。鬼女征伐の命令を受けた平維茂は、北向観音の加護によって退治することができたといわれている。
二枚目の写真は善光寺大地震の絵馬。一八四七年に御開帳でにぎわう善光寺を突然大地震が襲い、多くの人が亡くなった。絵馬の中央にいる市之助という人は、一五人の一行と旅を"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="北向観音の''絵馬''" title="北向観音の''絵馬''" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126927">北向観音の''絵馬''</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126927">北向観音堂に奉納されている絵馬はとても興味深い。馬の絵や、鬼退治の絵、善光寺地震などが描かれた絵馬がある。絵馬の由来は、神は馬に乗った姿で現れるとするため昔は本物の馬を奉納していたそう。しかし次第に木や紙、馬の像で代用するようになっていった。鎌倉時代以後には、絵馬の図柄は馬だけではなく多様なものが描かれるようになっていった。
一枚目の写真は板絵鬼女紅葉退治の絵馬。平安時代、信州戸隠山に住み悪事を働いた鬼を退治したとされる伝説。鬼女征伐の命令を受けた平維茂は、北向観音の加護によって退治することができたといわれている。
二枚目の写真は善光寺大地震の絵馬。一八四七年に御開帳でにぎわう善光寺を突然大地震が襲い、多くの人が亡くなった。絵馬の中央にいる市之助という人は、一五人の一行と旅を</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126828">12</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/758/126828.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安曽神社」鈴子、石神、柳沢の３地区の産土神（うぶすながみ）であり、地域の守り神。社伝によると、崇神天皇の御宇、国家安泰を祈願し、各地に天社国社を建てた時、御震筆阿曾山舎社(がしゃ)阿曾大明神の御勅額が奉納されたという古社。境内入口は東向き。参道脇には「郷社　安曽神社」と刻まれた社号標が建つ。鳥居をくぐり、木々の参道を進むと、立派な隨身門がある。隨身門の中には、左右に隨身像が安置されている。門をくぐると、砂利の境内。境内西奥に、両翼を広げた形の拝殿があり、拝殿の後方、垣の中に流造の本殿がある。

実際に訪れてみて、一歩境内に入ると、風情を感じられるような空間であった。特に印象に残っているのは、随身門である。とても立派な木造建築の門で、左右の随身像は守り神の様な存在感だった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安曽神社" title="安曽神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126828">安曽神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126828">鈴子、石神、柳沢の３地区の産土神（うぶすながみ）であり、地域の守り神。社伝によると、崇神天皇の御宇、国家安泰を祈願し、各地に天社国社を建てた時、御震筆阿曾山舎社(がしゃ)阿曾大明神の御勅額が奉納されたという古社。境内入口は東向き。参道脇には「郷社　安曽神社」と刻まれた社号標が建つ。鳥居をくぐり、木々の参道を進むと、立派な隨身門がある。隨身門の中には、左右に隨身像が安置されている。門をくぐると、砂利の境内。境内西奥に、両翼を広げた形の拝殿があり、拝殿の後方、垣の中に流造の本殿がある。

実際に訪れてみて、一歩境内に入ると、風情を感じられるような空間であった。特に印象に残っているのは、随身門である。とても立派な木造建築の門で、左右の随身像は守り神の様な存在感だった。</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126824">13</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/758/126824.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「炭焼き小屋」炭焼きや薪取りなどの山の仕事は主として冬の仕事であったため、冬の山は賑やかであった。良い炭を焼くには経験と勘が大切で、体力的にも大変な仕事であった。窯の造り方も経験を要するもので、窯の良し悪しで炭の出来具合が分かると言われていた。

実際に訪れてみて、石積みの作りから歴史と時代の流れを感じられた。訪れた時期が秋であったこともあり、周辺の紅葉がとても綺麗だった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="炭焼き小屋" title="炭焼き小屋" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126824">炭焼き小屋</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126824">炭焼きや薪取りなどの山の仕事は主として冬の仕事であったため、冬の山は賑やかであった。良い炭を焼くには経験と勘が大切で、体力的にも大変な仕事であった。窯の造り方も経験を要するもので、窯の良し悪しで炭の出来具合が分かると言われていた。

実際に訪れてみて、石積みの作りから歴史と時代の流れを感じられた。訪れた時期が秋であったこともあり、周辺の紅葉がとても綺麗だった。</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126798">14</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/752/126798.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所温泉センター温泉歴史資料展示室」　別所温泉センターは、別所村役場跡にある３階建ての建物で、１階に温泉歴史資料展示室がある。展示室は入場無料で、1986年に開館した。別所温泉の歴史年表、塩田平の縄文・弥生時代の石器、塩田周辺の寺院の仏像塔、歌人俳人の石碑拓本などが展示されている。

　実際に歴史資料を見て、縄文・弥生時代の遺跡が残っていることに驚いた。別所温泉に伝わる雨乞いの祭り「岳の幟」も展示されており、塩田平の歴史を知ることができた。展示室の存在をもっと広め、訪問する人が増えてほしいと思った。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所温泉センター温泉歴史資料展示室" title="別所温泉センター温泉歴史資料展示室" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126798">別所温泉センター温泉歴史資料展示室</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126798">　別所温泉センターは、別所村役場跡にある３階建ての建物で、１階に温泉歴史資料展示室がある。展示室は入場無料で、1986年に開館した。別所温泉の歴史年表、塩田平の縄文・弥生時代の石器、塩田周辺の寺院の仏像塔、歌人俳人の石碑拓本などが展示されている。

　実際に歴史資料を見て、縄文・弥生時代の遺跡が残っていることに驚いた。別所温泉に伝わる雨乞いの祭り「岳の幟」も展示されており、塩田平の歴史を知ることができた。展示室の存在をもっと広め、訪問する人が増えてほしいと思った。</a></td><td class="date">2024-01-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126797">15</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/752/126797.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「武屋御殿」　武屋御殿は、廃業した温泉旅館「たけや」を改装し、大河ドラマ『真田丸』の放送に合わせて、2015年に無料の歴史展示館として開館した。真田昌幸・幸村をモデルにした甲冑、陣羽織、真田十勇士の人形、つるし飾り、紙芝居などが展示されている。

　展示館はあまり広くないが、様々な民芸作品が展示されており、とても満足感があった。陣羽織を羽織って記念撮影ができるため、武将気分が味わえると思う。つるし飾りは、細部まで丁寧に作られていてきれいだった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="武屋御殿" title="武屋御殿" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126797">武屋御殿</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126797">　武屋御殿は、廃業した温泉旅館「たけや」を改装し、大河ドラマ『真田丸』の放送に合わせて、2015年に無料の歴史展示館として開館した。真田昌幸・幸村をモデルにした甲冑、陣羽織、真田十勇士の人形、つるし飾り、紙芝居などが展示されている。

　展示館はあまり広くないが、様々な民芸作品が展示されており、とても満足感があった。陣羽織を羽織って記念撮影ができるため、武将気分が味わえると思う。つるし飾りは、細部まで丁寧に作られていてきれいだった。</a></td><td class="date">2024-01-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126772">16</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/717/126772.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩田平の民話や伝説について　まとめ」塩田平の民話は、現場に行って体験しないと気づかないこともあると思った。例えば、前山塩野神社の伝説の拝殿に彫刻された龍が出てくる話は、文だけを見て、龍は一匹だけなのかなと思って読んでしまったのだが、実際に前山塩野神社を見てみると、龍は複数彫られている。（写真参照）そのことから、目玉をくり抜かれた龍はどれだったのか。はたまた複数いたのではないか。と色々考えることができるため、現場に行かないと分からない面白みが塩田平の民話にはあると感じた。したがって、塩田平の民話に興味を持った際には、ぜひ民話の現地に行って体験してみることをおすすめする。また、縁結びの美欄樹の話など、インターネット上で紹介されていない民話が塩田平には存在していたことが分かった。加えて、自分が調べた限りでも、塩田平"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="塩田平の民話や伝説について　まとめ" title="塩田平の民話や伝説について　まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126772">塩田平の民話や伝説について　まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126772">塩田平の民話は、現場に行って体験しないと気づかないこともあると思った。例えば、前山塩野神社の伝説の拝殿に彫刻された龍が出てくる話は、文だけを見て、龍は一匹だけなのかなと思って読んでしまったのだが、実際に前山塩野神社を見てみると、龍は複数彫られている。（写真参照）そのことから、目玉をくり抜かれた龍はどれだったのか。はたまた複数いたのではないか。と色々考えることができるため、現場に行かないと分からない面白みが塩田平の民話にはあると感じた。したがって、塩田平の民話に興味を持った際には、ぜひ民話の現地に行って体験してみることをおすすめする。また、縁結びの美欄樹の話など、インターネット上で紹介されていない民話が塩田平には存在していたことが分かった。加えて、自分が調べた限りでも、塩田平</a></td><td class="date">2024-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126771">17</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/717/126771.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「縁結びの美欄樹」出典
　藤沢衛彦 編『日本伝説叢書』信濃の巻,日本伝説叢書刊行会,大正6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/953569 (参照 2024-01-25)

自分が調べた限りでは、ネット上にこのお話の詳しい説明が書かれた記事がなかったので取り上げてみた。現在、この木は無いそうなので、そもそも塩田平の方々もほとんど知らないようなマイナーなお話なのではないかと感じた。別所温泉で縁結びと聞くと、北向観音前にある「愛染かつら」を思い浮かべるが、他にもこのような木がかつてあったことを初めて知った。もし仮に、現代にもこの木が残っていたとしたら、現在の別所五木が別所六木になっていたのかもしれないほどのストーリーを持っていると思った。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="縁結びの美欄樹" title="縁結びの美欄樹" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126771">縁結びの美欄樹</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126771">出典
　藤沢衛彦 編『日本伝説叢書』信濃の巻,日本伝説叢書刊行会,大正6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/953569 (参照 2024-01-25)

自分が調べた限りでは、ネット上にこのお話の詳しい説明が書かれた記事がなかったので取り上げてみた。現在、この木は無いそうなので、そもそも塩田平の方々もほとんど知らないようなマイナーなお話なのではないかと感じた。別所温泉で縁結びと聞くと、北向観音前にある「愛染かつら」を思い浮かべるが、他にもこのような木がかつてあったことを初めて知った。もし仮に、現代にもこの木が残っていたとしたら、現在の別所五木が別所六木になっていたのかもしれないほどのストーリーを持っていると思った。</a></td><td class="date">2024-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126770">18</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/717/126770.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「舌喰池の伝承」塩田の里交流館「とっこ館」の正面道路を挟んで向かい側にある大きな池のお話。

伝承の内容

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

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

伝承の内容

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

現在の舌喰池は、とても綺麗で、決してそこで人が死んでいるような印象は受けなかった。池周りの「憩いの広場」の芝も短く刈られて整備されており、とても大切にされているような印象を受けた。そのことから、地域の人々がその悲しい出来事</a></td><td class="date">2024-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126769">19</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/717/126769.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前山塩野神社の伝承」この神社は独鈷山の麓にある神社で、独鈷山の山岳信仰から生まれたとされている。境内は木々に囲まれており、外界と隔てられたような神秘的な印象を受けた。

伝承の内容

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

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

伝承の内容

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

　実際に前山塩野神社に行ってみると、御神木には柵と屋根がついており、この伝承の出来事以降、大切に守られてきたのかなと感じた。竜が雨を降らせてくれる</a></td><td class="date">2024-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126768">20</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/717/126768.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「とっこ館について」塩田平の民話を調査するにあたって、とっこ館を見学したが、それがどのような施設だったのかを紹介する。見学を通して、とっこ館は塩田平の歴史・文化を学べるところになっていると感じた。具体的には地域の歴史や遺産の紹介がされている展示物や、上田市周辺で産出する鉱物などが展示されており、図や実物を見て、塩田平地域の文化や歴史を分かりやすく理解することのできる施設になっていると感じた。塩田平の歴史・伝承を知りたい人、特に、上田市に来たばかりで、塩田平地域について全く知らない人などはとっこ館を利用すると、塩田平がどんな地域であるのかが大体把握できると思った。

（館内写真は撮影・掲載の許可を得て掲載しています。）"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="とっこ館について" title="とっこ館について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126768">とっこ館について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126768">塩田平の民話を調査するにあたって、とっこ館を見学したが、それがどのような施設だったのかを紹介する。見学を通して、とっこ館は塩田平の歴史・文化を学べるところになっていると感じた。具体的には地域の歴史や遺産の紹介がされている展示物や、上田市周辺で産出する鉱物などが展示されており、図や実物を見て、塩田平地域の文化や歴史を分かりやすく理解することのできる施設になっていると感じた。塩田平の歴史・伝承を知りたい人、特に、上田市に来たばかりで、塩田平地域について全く知らない人などはとっこ館を利用すると、塩田平がどんな地域であるのかが大体把握できると思った。

（館内写真は撮影・掲載の許可を得て掲載しています。）</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126747">21</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/762/126747.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所　part２」　前回では、「北向観音」「岳の幟」と別所にまつわる、多くの人に興味をもって頂きたいと思うものをのせた。

　そして今回は、別所の大きな温泉施設である「あいそめの湯」について紹介する。別所温泉にあるあいそめの湯は、信州の鎌倉・塩田平の西側に位置し、古くは「七久里の湯」と呼ばれ枕草子にも登場する信州最古の温泉である。

●開館時間：10時〜22時　※入館受付は21時20分まで
●休館日：毎月第2・第4月曜日（第2・第4月曜日が祝日の場合は翌日が休館日）

●料金
　大浴場、露天風呂、福祉風呂（予約制）
　未就学児童	無料
　小中学生	250円
　一般	500円
　障害者手帳をお持ちの方については、大人250円、小中学生120円
● ボディソープ・リンスインシャンプー（無料）
● ドライヤー（無料）

となっている。（あいそめの"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所　part２" title="別所　part２" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126747">別所　part２</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126747">　前回では、「北向観音」「岳の幟」と別所にまつわる、多くの人に興味をもって頂きたいと思うものをのせた。

　そして今回は、別所の大きな温泉施設である「あいそめの湯」について紹介する。別所温泉にあるあいそめの湯は、信州の鎌倉・塩田平の西側に位置し、古くは「七久里の湯」と呼ばれ枕草子にも登場する信州最古の温泉である。

●開館時間：10時〜22時　※入館受付は21時20分まで
●休館日：毎月第2・第4月曜日（第2・第4月曜日が祝日の場合は翌日が休館日）

●料金
　大浴場、露天風呂、福祉風呂（予約制）
　未就学児童	無料
　小中学生	250円
　一般	500円
　障害者手帳をお持ちの方については、大人250円、小中学生120円
● ボディソープ・リンスインシャンプー（無料）
● ドライヤー（無料）

となっている。（あいそめの</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126734">22</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/727/126734.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「Cafe sprout」信州上田にある見晴らしの良い塩田平にあるカフェ スプラウトに行ってきた。
発芽珈琲や発芽玄米を使ったメニューが人気。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="Cafe sprout" title="Cafe sprout" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126734">Cafe sprout</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126734">信州上田にある見晴らしの良い塩田平にあるカフェ スプラウトに行ってきた。
発芽珈琲や発芽玄米を使ったメニューが人気。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126727">23</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/752/126727.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「泥宮」　泥宮の祭神は建御名方富命で、諏訪大社と同じである。「大地(泥)」を御神体とし、生島足島神社が創建された時に、遺霊をここに残したと伝えられている。「泥宮」という呼称は1790年以降とされ、それまでは「諏訪大明神」であった。生島足島神社の西鳥居と泥宮の鳥居は向き合っており、２つの神社に深い関係があることを示している。

　泥宮は塩田平のレイラインをつなぐ聖地の１つだが、他の聖地と比べて規模が小さく、入り組んだ場所にあるという印象を受けた。建物とその周囲がきれいな状態だったことから、地域の人々に大切にされていると感じた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="泥宮" title="泥宮" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126727">泥宮</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126727">　泥宮の祭神は建御名方富命で、諏訪大社と同じである。「大地(泥)」を御神体とし、生島足島神社が創建された時に、遺霊をここに残したと伝えられている。「泥宮」という呼称は1790年以降とされ、それまでは「諏訪大明神」であった。生島足島神社の西鳥居と泥宮の鳥居は向き合っており、２つの神社に深い関係があることを示している。

　泥宮は塩田平のレイラインをつなぐ聖地の１つだが、他の聖地と比べて規模が小さく、入り組んだ場所にあるという印象を受けた。建物とその周囲がきれいな状態だったことから、地域の人々に大切にされていると感じた。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126725">24</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/752/126725.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長福寺」　長福寺は平安時代の965年創建で、創基は祐存上人と伝えられている。境内にある八角円堂は、法隆寺の夢殿を模して２分の１の縮尺で建てられた美しい御堂で、「信州夢殿」と呼ばれている。その中には、国の重要文化財である「長福寺銅造菩薩立像」が本尊として安置されている。像は高さ36.7㎝の小金銅仏で、白鳳時代の作品だと考えられる。

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

　長福寺は生島足島神社の隣にあるが、生島足島神社と比べて訪問する人がとても少ないと感じた。観光客が少ない理由として、年に数回の特別公開でしか長福寺銅造菩薩立像を見られないことが考えられる。公開する頻度を増やし、それをアピールすれば、訪問する人が増えると思う。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126710">25</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/752/126710.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「生島足島神社」　平安時代初期に編纂された「延喜式」に載る古社で、「大地」を御神体とする生島大神と足島大神を祭っている。太陽が夏至には東鳥居の真ん中から上がり、冬至には西鳥居の真ん中に沈む。このことから「太陽」と「大地」を結ぶ神社だと言われている。境内には樹齢推定800年を超える「夫婦欅」があり、良縁子宝が祈願される。

　私は、生島足島神社が武田信玄や真田昌幸から崇敬されたという点に興味を持ち、訪問することにした。訪問した際に、七五三のお祝いが行われていて、地域に根ざした神社だと感じた。神社へ参拝する人は年配者が多いが、行事での利用が増えれば若者も訪れやすいと思う。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="生島足島神社" title="生島足島神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126710">生島足島神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126710">　平安時代初期に編纂された「延喜式」に載る古社で、「大地」を御神体とする生島大神と足島大神を祭っている。太陽が夏至には東鳥居の真ん中から上がり、冬至には西鳥居の真ん中に沈む。このことから「太陽」と「大地」を結ぶ神社だと言われている。境内には樹齢推定800年を超える「夫婦欅」があり、良縁子宝が祈願される。

　私は、生島足島神社が武田信玄や真田昌幸から崇敬されたという点に興味を持ち、訪問することにした。訪問した際に、七五三のお祝いが行われていて、地域に根ざした神社だと感じた。神社へ参拝する人は年配者が多いが、行事での利用が増えれば若者も訪れやすいと思う。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126603">26</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126603.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「伝説のワイン「ヴィランジュ・ドゥ・ベッショ」」2011/04/22の記録。
マンズワインが製造販売している(いた？)伝説のワイン「ヴィランジュ・ドゥ・ベッショ」。赤ワイン(ルージュ)と白ワイン(ブラン)とがあります。「塩田平契約栽培善光寺種100%」と銘打っています。当時、上田市中野にある若林醸造のお店で購入しました。久しぶりにこのワインを賞味したいのですが、今もあるのでしょうか？

「ヴィランジュ」と書くといかにもフランス語の意味ありげな名前に見えますが、実は別所温泉の地名にもなっている「比蘭樹」にちなみ、ネーミングを洒落たものです。現在の「あいそめの湯」の前にバス停の名前として「比蘭樹」が残っています。遠い美味ワインの記憶も甦ってきます。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126603.jpg" alt="伝説のワイン「ヴィランジュ・ドゥ・ベッショ」" title="伝説のワイン「ヴィランジュ・ドゥ・ベッショ」" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126603">伝説のワイン「ヴィランジュ・ドゥ・ベッショ」</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126603">2011/04/22の記録。
マンズワインが製造販売している(いた？)伝説のワイン「ヴィランジュ・ドゥ・ベッショ」。赤ワイン(ルージュ)と白ワイン(ブラン)とがあります。「塩田平契約栽培善光寺種100%」と銘打っています。当時、上田市中野にある若林醸造のお店で購入しました。久しぶりにこのワインを賞味したいのですが、今もあるのでしょうか？

「ヴィランジュ」と書くといかにもフランス語の意味ありげな名前に見えますが、実は別所温泉の地名にもなっている「比蘭樹」にちなみ、ネーミングを洒落たものです。現在の「あいそめの湯」の前にバス停の名前として「比蘭樹」が残っています。遠い美味ワインの記憶も甦ってきます。</a></td><td class="date">2024-01-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126527">27</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126527.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩田平から望む遠くの浅間山」塩田平から浅間山は遠くにあり、上信越高原国立公園の山々の連なりの一番右手に位置します。一際白い山容が特徴的ですが、手前の山々に隠れて一部だけが見えます。(2009/02/07の記録)"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126527.jpg" alt="塩田平から望む遠くの浅間山" title="塩田平から望む遠くの浅間山" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126527">塩田平から望む遠くの浅間山</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126527">塩田平から浅間山は遠くにあり、上信越高原国立公園の山々の連なりの一番右手に位置します。一際白い山容が特徴的ですが、手前の山々に隠れて一部だけが見えます。(2009/02/07の記録)</a></td><td class="date">2024-01-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126526">28</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126526.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「炭焼き小屋」2009/02/07、塩田平にある前山寺付近を訪れた際、あじさい小道の入口にある炭焼き小屋に目がとまりました。昔当たり前だった暮らしの痕跡が少なくなる中、冬の仕事だった炭焼きの小屋の石積みが今も残っているのはたいへん貴重です。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126526.jpg" alt="炭焼き小屋" title="炭焼き小屋" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126526">炭焼き小屋</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126526">2009/02/07、塩田平にある前山寺付近を訪れた際、あじさい小道の入口にある炭焼き小屋に目がとまりました。昔当たり前だった暮らしの痕跡が少なくなる中、冬の仕事だった炭焼きの小屋の石積みが今も残っているのはたいへん貴重です。</a></td><td class="date">2024-01-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126525">29</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=126524">30</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126524.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「黒坂周平先生像」塩田平の前山寺近くに「黒坂周平先生像」が設置されています。黒坂周平先生(1913-2003)の功績をたたえ、平成9年(1997年)「黒坂周平先生頌徳事業発起人」「同実行委員会」が建立したものです。平成7年(1995年)建立の「筆塚之記」もあります。地域史研究に大きな功績を残され、数多くの方々から尊敬を受けたことが伝わってきます。(2009/02/07記録)"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126524.jpg" alt="黒坂周平先生像" title="黒坂周平先生像" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126524">黒坂周平先生像</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126524">塩田平の前山寺近くに「黒坂周平先生像」が設置されています。黒坂周平先生(1913-2003)の功績をたたえ、平成9年(1997年)「黒坂周平先生頌徳事業発起人」「同実行委員会」が建立したものです。平成7年(1995年)建立の「筆塚之記」もあります。地域史研究に大きな功績を残され、数多くの方々から尊敬を受けたことが伝わってきます。(2009/02/07記録)</a></td><td class="date">2024-01-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126510">31</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/758/126510.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩田城跡」塩田平の南方にそびえる独鈷山の一支脈である弘法山の北山麓にあり、塩田平を一望できる位置にある。鎌倉時代に北条義政が鎌倉から塩田の地に入ったときに居城として築いたといわれているもの。
現在はあじさいの名所として知られ、6月下旬ごろからの見頃には満開のあじさいを見ることができる。
実際に訪れてみて、山の中腹にあるこの石碑から見る眺めは非常に広大だった。北条氏が当時ここから塩田平を眺めていた風景が浮かんでくるような、そんな景色であった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="塩田城跡" title="塩田城跡" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126510">塩田城跡</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126510">塩田平の南方にそびえる独鈷山の一支脈である弘法山の北山麓にあり、塩田平を一望できる位置にある。鎌倉時代に北条義政が鎌倉から塩田の地に入ったときに居城として築いたといわれているもの。
現在はあじさいの名所として知られ、6月下旬ごろからの見頃には満開のあじさいを見ることができる。
実際に訪れてみて、山の中腹にあるこの石碑から見る眺めは非常に広大だった。北条氏が当時ここから塩田平を眺めていた風景が浮かんでくるような、そんな景色であった。</a></td><td class="date">2024-01-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126509">32</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/758/126509.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩野神社」平安期より続く歴史ある神社で、楼閣造りと呼ばれる二階建ての拝殿が、とても非日常感を感じられる歴史的建造物だ。
周辺は深い森に囲まれ、境内へと入ると、一層神秘的な空間が広がっている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="塩野神社" title="塩野神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126509">塩野神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126509">平安期より続く歴史ある神社で、楼閣造りと呼ばれる二階建ての拝殿が、とても非日常感を感じられる歴史的建造物だ。
周辺は深い森に囲まれ、境内へと入ると、一層神秘的な空間が広がっている。</a></td><td class="date">2024-01-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126503">33</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/718/126503.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「日本遺産 生島足島神社」日本遺産シリーズの講義を通して、生島足島神社に訪れた。
生島足島神社本殿は、生きとし生けるもの万物に生命力を与える「生島大神」と、生きとし生けるもの万物に満足を与える「足島大神」の二神が祀られ、摂社(下社・下宮)には諏訪大神が祀られる信濃屈指の古社。生島大神・足島大神の二柱の神は、日本の真ん中に鎮座して、万物を生み育て、国中を満ち足らしめ給う日本国土の守護神として崇められてきました。実際に訪問した時、七五三やお宮参りで来ていたり、妊婦さんもいて、安産祈願や育成発展の祈願に適した神社なのだと感じた。また、全体の真っ赤な見た目が美しく、神秘的だと感じた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="日本遺産 生島足島神社" title="日本遺産 生島足島神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126503">日本遺産 生島足島神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126503">日本遺産シリーズの講義を通して、生島足島神社に訪れた。
生島足島神社本殿は、生きとし生けるもの万物に生命力を与える「生島大神」と、生きとし生けるもの万物に満足を与える「足島大神」の二神が祀られ、摂社(下社・下宮)には諏訪大神が祀られる信濃屈指の古社。生島大神・足島大神の二柱の神は、日本の真ん中に鎮座して、万物を生み育て、国中を満ち足らしめ給う日本国土の守護神として崇められてきました。実際に訪問した時、七五三やお宮参りで来ていたり、妊婦さんもいて、安産祈願や育成発展の祈願に適した神社なのだと感じた。また、全体の真っ赤な見た目が美しく、神秘的だと感じた。</a></td><td class="date">2024-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126463">34</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126463.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧西塩田小学校校舎(さくら国際高校)2013/11/22」★<a href=https://www.sakura-kokusai.ed.jp/>さくら国際高校</a>

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

旧西塩田小学校の校舎は、小津安二郎監督の映画『一人息子』(1936年)でも使われた「絵になる風景」です。その校舎が現在もなお残っています。しかもさくら国際高校の現役の校舎です。</a></td><td class="date">2023-12-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126462">35</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126462.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「稲わら焼きの風景2013/11/22」戦場の煙ではありません。お間違えなく！

塩田平のため池・舌喰池に近い金井バス停付近の棚田から稲わら焼きの煙が立ち上っています。棚田の段々の土手、集落の風景が煙に遮られ、さんさんと降り注ぐ陽光に煙が映えています。22世紀に残したい稲わら焼きのイチオシ風景です。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126462.jpg" alt="稲わら焼きの風景2013/11/22" title="稲わら焼きの風景2013/11/22" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126462">稲わら焼きの風景2013/11/22</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126462">戦場の煙ではありません。お間違えなく！

塩田平のため池・舌喰池に近い金井バス停付近の棚田から稲わら焼きの煙が立ち上っています。棚田の段々の土手、集落の風景が煙に遮られ、さんさんと降り注ぐ陽光に煙が映えています。22世紀に残したい稲わら焼きのイチオシ風景です。</a></td><td class="date">2023-12-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126461">36</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126461.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「稲わら焼きの風景2013/10/04」稲わら焼きの風景。収穫の秋、稲刈りが済んだ後の田んぼで普通に見られる光景です。田んぼの稲を焼く風習は昔から連綿と続いていたと思われますが、農業の機械化や地域の都市化が進んだ現代において、ここ塩田平の稲わら焼きの風景はかけがえのないものです。各所に煙が立ち上り、この季節ならではの風情を醸し出しています。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126461.jpg" alt="稲わら焼きの風景2013/10/04" title="稲わら焼きの風景2013/10/04" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126461">稲わら焼きの風景2013/10/04</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126461">稲わら焼きの風景。収穫の秋、稲刈りが済んだ後の田んぼで普通に見られる光景です。田んぼの稲を焼く風習は昔から連綿と続いていたと思われますが、農業の機械化や地域の都市化が進んだ現代において、ここ塩田平の稲わら焼きの風景はかけがえのないものです。各所に煙が立ち上り、この季節ならではの風情を醸し出しています。</a></td><td class="date">2023-12-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126304">37</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/803/126304.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の文化財　前山寺」前山寺は独鈷山の山麓に位置しており、塩田平が望める寺である。８１２年に空海によって開かれたという歴史を持つ。境内には国の重要文化財に指定されている三重塔や天皇陛下の当寺参拝に合わせて作られた長い石段があり、非常に見どころがあった。石段にそっておかれている石碑には心にしみる格言が書かれていた。山麓にあるため寺にたどり着くまで険しい道が続くが、境内に休憩所や売店があるため疲れを癒せる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の文化財　前山寺" title="上田の文化財　前山寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126304">上田の文化財　前山寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126304">前山寺は独鈷山の山麓に位置しており、塩田平が望める寺である。８１２年に空海によって開かれたという歴史を持つ。境内には国の重要文化財に指定されている三重塔や天皇陛下の当寺参拝に合わせて作られた長い石段があり、非常に見どころがあった。石段にそっておかれている石碑には心にしみる格言が書かれていた。山麓にあるため寺にたどり着くまで険しい道が続くが、境内に休憩所や売店があるため疲れを癒せる。</a></td><td class="date">2023-12-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126277">38</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/689/126277.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「男池」　日本遺産の「塩田平のため池群」の一つである。上田市の池は戦国時代から昭和時代までの間に数多く作られてきた。その背景には、上田地域が全国でも有数の寡雨地域であることがある。一方、雨が少ないため晴天の日が多く、気温も低すぎることは無かった。したがって、肥沃な土地で農業用水を確保さえすれば、水田農業に適した土地であった。農民たちはため池を造成し、男池も農業用水確保のために作られた。男池は、江戸時代に仙石氏が統治していた時に作られたため池であるとされている。江戸時代では、ため池の存在は重要であったため上田藩をあげて作られた。現在の男池は、農業用水として使われ、産川からため池に水を貯水している。男池の貯水量は約50000㎥で、満水面積は約20600㎡、堤高は8ｍである。
　男池が作られた背景を知る"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="男池" title="男池" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126277">男池</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126277">　日本遺産の「塩田平のため池群」の一つである。上田市の池は戦国時代から昭和時代までの間に数多く作られてきた。その背景には、上田地域が全国でも有数の寡雨地域であることがある。一方、雨が少ないため晴天の日が多く、気温も低すぎることは無かった。したがって、肥沃な土地で農業用水を確保さえすれば、水田農業に適した土地であった。農民たちはため池を造成し、男池も農業用水確保のために作られた。男池は、江戸時代に仙石氏が統治していた時に作られたため池であるとされている。江戸時代では、ため池の存在は重要であったため上田藩をあげて作られた。現在の男池は、農業用水として使われ、産川からため池に水を貯水している。男池の貯水量は約50000㎥で、満水面積は約20600㎡、堤高は8ｍである。
　男池が作られた背景を知る</a></td><td class="date">2023-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126265">39</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/757/126265.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「舌喰池の伝承」舌喰池は、大池とも呼ばれる塩田平のため池の中の一つである。他の池と比べても名前が一段と奇妙な理由には理由がある。昔、池の水がなかなかたまらないという時があった。その際に、人柱として村の娘が一人選ばれてしまった。その娘は、人柱に選ばれたということを聞いて、悲しみ、舌を食い切って池に身を投げてしまった。この悲しい伝承から、舌喰池と呼ばれるようになったといわれている。
　しかし、昭和５０年には、池の北側の田から、墓石が４基出土するなど、あながち伝承と言い切ることが出来ないことも、この人柱伝説の怖さなどを伝えているように感じる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="舌喰池の伝承" title="舌喰池の伝承" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126265">舌喰池の伝承</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126265">舌喰池は、大池とも呼ばれる塩田平のため池の中の一つである。他の池と比べても名前が一段と奇妙な理由には理由がある。昔、池の水がなかなかたまらないという時があった。その際に、人柱として村の娘が一人選ばれてしまった。その娘は、人柱に選ばれたということを聞いて、悲しみ、舌を食い切って池に身を投げてしまった。この悲しい伝承から、舌喰池と呼ばれるようになったといわれている。
　しかし、昭和５０年には、池の北側の田から、墓石が４基出土するなど、あながち伝承と言い切ることが出来ないことも、この人柱伝説の怖さなどを伝えているように感じる。</a></td><td class="date">2023-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126191">40</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/717/126191.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「加古池」上田市保野にあるため池。時期になると蓮の花が咲くらしい。しかし、この池の蓮がいつ頃、どうして育ったかは分かっていないそうだ。池の中には、植物の枯れた茎のようなものが沢山生えており、恐らくそれが蓮なのだろうと感じた。池の周りはウォーキングコースになっていた。蓮の花が咲く頃にその道を歩くと心地いいだろうなと思った。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="加古池" title="加古池" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126191">加古池</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126191">上田市保野にあるため池。時期になると蓮の花が咲くらしい。しかし、この池の蓮がいつ頃、どうして育ったかは分かっていないそうだ。池の中には、植物の枯れた茎のようなものが沢山生えており、恐らくそれが蓮なのだろうと感じた。池の周りはウォーキングコースになっていた。蓮の花が咲く頃にその道を歩くと心地いいだろうなと思った。</a></td><td class="date">2023-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126190">41</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/756/126190.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「北向観世音道（別所街道）」塩田平保野辺りをはしる別所街道を一本南にずれると、そこには旧別所街道が通っている。この石碑が置かれている場所は（昔の）別所街道と善光寺街道が交差した地点で、市が立ち並び賑わったようだ。
あの武田信玄がこの地を治めた時代があったようで、信玄は保野の3集落をこの道沿いに集め、宿場風の街にしたと伝えられているそうだ。
上田築城以降は上田城下から別所温泉までの重要な交通路となり、湯治・観音様詣、そして集落に繋がる生活道路として使われたようだ。
保野、そして別所街道に、中世から続くこのような歴史が存在したことを知らなかった。たくさんの人がこの道を往来していたこと、そして今も大事に使われていることを感じながら、実際にこの道を通って、別所温泉を訪れるのもよいだろう。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="北向観世音道（別所街道）" title="北向観世音道（別所街道）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126190">北向観世音道（別所街道）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126190">塩田平保野辺りをはしる別所街道を一本南にずれると、そこには旧別所街道が通っている。この石碑が置かれている場所は（昔の）別所街道と善光寺街道が交差した地点で、市が立ち並び賑わったようだ。
あの武田信玄がこの地を治めた時代があったようで、信玄は保野の3集落をこの道沿いに集め、宿場風の街にしたと伝えられているそうだ。
上田築城以降は上田城下から別所温泉までの重要な交通路となり、湯治・観音様詣、そして集落に繋がる生活道路として使われたようだ。
保野、そして別所街道に、中世から続くこのような歴史が存在したことを知らなかった。たくさんの人がこの道を往来していたこと、そして今も大事に使われていることを感じながら、実際にこの道を通って、別所温泉を訪れるのもよいだろう。</a></td><td class="date">2023-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126189">42</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/717/126189.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩吹池」上田市保野にある大きなため池。訪れた日(2023年11月23日)には、工事中ということで水が抜かれて、工事車両が入っていた。水が無い分、より池が大きい印象を受けた。また、近くには石祠のようなものが設置されていた。なんのためのものなのかは分からないが、降水の少ない地域なので、雨を降らせる神様のようなものが祀られているのかな、と勝手に思った。とっても広い池なので、水が張られていたらより良い風景が楽しめたのかもしれない。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="塩吹池" title="塩吹池" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126189">塩吹池</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126189">上田市保野にある大きなため池。訪れた日(2023年11月23日)には、工事中ということで水が抜かれて、工事車両が入っていた。水が無い分、より池が大きい印象を受けた。また、近くには石祠のようなものが設置されていた。なんのためのものなのかは分からないが、降水の少ない地域なので、雨を降らせる神様のようなものが祀られているのかな、と勝手に思った。とっても広い池なので、水が張られていたらより良い風景が楽しめたのかもしれない。</a></td><td class="date">2023-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126187">43</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/717/126187.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「共有池(ともいけ)と上平池(うわだいらいけ)」どちらも舞田駅、舞田公民館付近に存在するため池。かつては鯉が養殖されていたらしい。天気がいい日に来たので、水面に周りの風景が反射してとても良い景色を見ることができた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="共有池(ともいけ)と上平池(うわだいらいけ)" title="共有池(ともいけ)と上平池(うわだいらいけ)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126187">共有池(ともいけ)と上平池(うわだいらいけ)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126187">どちらも舞田駅、舞田公民館付近に存在するため池。かつては鯉が養殖されていたらしい。天気がいい日に来たので、水面に周りの風景が反射してとても良い景色を見ることができた。</a></td><td class="date">2023-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126169">44</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/716/126169.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「釈迦如来坐像」中禅寺にある釈迦如来坐像は、惜しくも伐採されてしまった、樹齢百年を越える檜と杉の精霊を祀るために安置されています。このお釈迦様は、木でつくられていることもあり、その表情は柔らかく温かいものを感じることができます。長年この地を見守ってきた大木から作られたお釈迦様は、人々の心を癒やしてくれるパワーを持っています。神社やお寺にある木を伐採しなければならないというお話は、日本の昔話でもよく登場します。その際に、惜しまれつつも伐採された大木をまた新たな形に生まれ変わらせて人々の心のよりどころとなるようなものにすることは、日本人の精神として古くからあるものなのかなと思いました。歴史的な文化財というわけではありませんが、今日に息づく塩田平や日本の自然と人との関わり方を垣間見ることができま"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="釈迦如来坐像" title="釈迦如来坐像" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126169">釈迦如来坐像</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126169">中禅寺にある釈迦如来坐像は、惜しくも伐採されてしまった、樹齢百年を越える檜と杉の精霊を祀るために安置されています。このお釈迦様は、木でつくられていることもあり、その表情は柔らかく温かいものを感じることができます。長年この地を見守ってきた大木から作られたお釈迦様は、人々の心を癒やしてくれるパワーを持っています。神社やお寺にある木を伐採しなければならないというお話は、日本の昔話でもよく登場します。その際に、惜しまれつつも伐採された大木をまた新たな形に生まれ変わらせて人々の心のよりどころとなるようなものにすることは、日本人の精神として古くからあるものなのかなと思いました。歴史的な文化財というわけではありませんが、今日に息づく塩田平や日本の自然と人との関わり方を垣間見ることができま</a></td><td class="date">2023-11-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126168">45</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/716/126168.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前山寺」前山寺の本堂です。本尊は大日如来で、真言宗のお寺であり、信州で経学の殿堂として名をはせました。信州四ヶ檀林の内の1つに数えられていることから、信州や中部の僧侶の方に信仰されてきたお寺だと感じました。また、信州塩田平には、大日如来をご本尊とするお寺が多いように思えます。私は、塩田平は日本有数の小雨地域で日照率が高いことと、太陽という存在に例えられる大日如来とが何か関係しあっているのかなと思いました。塩田平には、中禅寺薬師堂や安楽寺など、古刹が多く存在しその多くは鎌倉から室町時代の建立です。塩田平は、「信州の鎌倉」と呼ばれるにふさわしいと感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="前山寺" title="前山寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126168">前山寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126168">前山寺の本堂です。本尊は大日如来で、真言宗のお寺であり、信州で経学の殿堂として名をはせました。信州四ヶ檀林の内の1つに数えられていることから、信州や中部の僧侶の方に信仰されてきたお寺だと感じました。また、信州塩田平には、大日如来をご本尊とするお寺が多いように思えます。私は、塩田平は日本有数の小雨地域で日照率が高いことと、太陽という存在に例えられる大日如来とが何か関係しあっているのかなと思いました。塩田平には、中禅寺薬師堂や安楽寺など、古刹が多く存在しその多くは鎌倉から室町時代の建立です。塩田平は、「信州の鎌倉」と呼ばれるにふさわしいと感じました。</a></td><td class="date">2023-11-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126167">46</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/716/126167.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中禅寺木造金剛力士像」中禅寺には金剛力士像が二体鎮座しています。これらは平安時代後期の制作と考えられており、この時代の金剛力士像は全国的にも数が少ない貴重な作例とされています。時代を経ても地域に残り、大切な存在として扱われていることの素晴らしさを感じます。また、この金剛力士像は、木で作られたお釈迦様とは作風も時代も全く異なります。しかし、この金剛力士像も、怒りの表情だけでなく、見る角度や見る人の心情で見え方が大きく違ってきます。今までお寺巡りはしたことがありませんでしたが、このような点を含めて、塩田平にある古刹を巡ると、地域の歴史文化を比較しながら回ることができたのでとてもよい経験になりました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="中禅寺木造金剛力士像" title="中禅寺木造金剛力士像" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126167">中禅寺木造金剛力士像</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126167">中禅寺には金剛力士像が二体鎮座しています。これらは平安時代後期の制作と考えられており、この時代の金剛力士像は全国的にも数が少ない貴重な作例とされています。時代を経ても地域に残り、大切な存在として扱われていることの素晴らしさを感じます。また、この金剛力士像は、木で作られたお釈迦様とは作風も時代も全く異なります。しかし、この金剛力士像も、怒りの表情だけでなく、見る角度や見る人の心情で見え方が大きく違ってきます。今までお寺巡りはしたことがありませんでしたが、このような点を含めて、塩田平にある古刹を巡ると、地域の歴史文化を比較しながら回ることができたのでとてもよい経験になりました。</a></td><td class="date">2023-11-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126158">47</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/732/126158.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所温泉を知れる別所温泉センター」今回は、北向き観音付近にある、別所温泉センターを訪れた。石碑には「別所村役場跡」と書かれていた。建物の外観が、倉澤家蚕室と似ているように感じる。

三階建ての建物で、一階にある温泉歴史資料展示室は、入場無料で開放されているため、誰でも気軽に立ち寄れる。

温泉の歴史にまつわる資料だけでなく、塩田平の縄文～平安時代の石器・土器などが展示されていた。他にも岳の幟や、別所温泉の蚕糸業の説明もあり、さまざまなことを学ぶことができる。

以下は、氷沢風穴についての歴史資料をまとめたものである。
1877年以前:すでに風穴があった。最初の穴蔵は1871年創設したという記録もある。
1894年    :倉澤運平、他三名を世話人とし、別所村役場に新しい風穴建設願書を提出、塩田の蚕種家組合である共全会が総額24円40銭を出資"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所温泉を知れる別所温泉センター" title="別所温泉を知れる別所温泉センター" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126158">別所温泉を知れる別所温泉センター</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126158">今回は、北向き観音付近にある、別所温泉センターを訪れた。石碑には「別所村役場跡」と書かれていた。建物の外観が、倉澤家蚕室と似ているように感じる。

三階建ての建物で、一階にある温泉歴史資料展示室は、入場無料で開放されているため、誰でも気軽に立ち寄れる。

温泉の歴史にまつわる資料だけでなく、塩田平の縄文～平安時代の石器・土器などが展示されていた。他にも岳の幟や、別所温泉の蚕糸業の説明もあり、さまざまなことを学ぶことができる。

以下は、氷沢風穴についての歴史資料をまとめたものである。
1877年以前:すでに風穴があった。最初の穴蔵は1871年創設したという記録もある。
1894年    :倉澤運平、他三名を世話人とし、別所村役場に新しい風穴建設願書を提出、塩田の蚕種家組合である共全会が総額24円40銭を出資</a></td><td class="date">2023-11-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126046">48</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/701/126046.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「北向観音」塩田平の歴史的な建物である北向観音を訪れた。
愛染明王が祭ってあることを実際に訪れて初めて知った。　　
縁結びの神社としても知られている。善光寺とセットでお参りするとよいとされている（両参り）
北向きに本堂がありこれは日本の中でもとても珍しい。
歴史が深く825年に円仁によって開創された霊場。
現世利益を願う。
副男などいろんなイベントも開かれていて地域に根差している。
また境内には愛染カツラと呼ばれる霊木がありとても迫力があった。これは縁結びの霊木と呼ばれておりみんなに親しまれているのが分かる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="北向観音" title="北向観音" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126046">北向観音</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126046">塩田平の歴史的な建物である北向観音を訪れた。
愛染明王が祭ってあることを実際に訪れて初めて知った。　　
縁結びの神社としても知られている。善光寺とセットでお参りするとよいとされている（両参り）
北向きに本堂がありこれは日本の中でもとても珍しい。
歴史が深く825年に円仁によって開創された霊場。
現世利益を願う。
副男などいろんなイベントも開かれていて地域に根差している。
また境内には愛染カツラと呼ばれる霊木がありとても迫力があった。これは縁結びの霊木と呼ばれておりみんなに親しまれているのが分かる。</a></td><td class="date">2023-11-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126045">49</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/701/126045.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「生島足島神社」塩田平の歴史に興味を持ったため探訪してみた。
生島足島神社には生島大神と足島大神が祭られていて生命力を与える神と満足を与える神だとされている。　太古より国土の守り神と仰がれていた。
諏訪大神が祀られている
いつ建てられたかは分かっていない。醍醐天皇に認められた神社でもあり歴史が深い。様々な武将によって寄進や修築が行われてきた。
レイラインを結ぶ大事な神社
夏至と冬至の日には日の入りの時に太陽の光が鳥居をまっすぐ通り抜けるという幻想的な景色を楽しむことができる。そのイベントも開かれている。
県宝にも指定されている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="生島足島神社" title="生島足島神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126045">生島足島神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126045">塩田平の歴史に興味を持ったため探訪してみた。
生島足島神社には生島大神と足島大神が祭られていて生命力を与える神と満足を与える神だとされている。　太古より国土の守り神と仰がれていた。
諏訪大神が祀られている
いつ建てられたかは分かっていない。醍醐天皇に認められた神社でもあり歴史が深い。様々な武将によって寄進や修築が行われてきた。
レイラインを結ぶ大事な神社
夏至と冬至の日には日の入りの時に太陽の光が鳥居をまっすぐ通り抜けるという幻想的な景色を楽しむことができる。そのイベントも開かれている。
県宝にも指定されている。</a></td><td class="date">2023-11-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126018">50</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/716/126018.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前山寺三重塔」室町時代に建立した前山寺三重塔は、二層・三層の勾欄が未完成であるにもかかわらず、調和していて不自然な点がないと言われています。また、和様と禅宗様の建築様式が混じった様式で、この三重塔は建立しています。さらにこの塔の建築は、屋根を張り出すためにされている組物が細かく作られていて、細部まで美観に注意して作られています。厳かな見た目の中にも、華やかさが伺えるのは、このためだと感じました。塩田平では、武田信玄の侵攻などの戦が幾度となく繰り広げられてきたものの、このような古建築が陥落することなく、今なお残り続けています。このことは、塩田平の人々が文化財を大切に想い、守り続けた精神があるからだと感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="前山寺三重塔" title="前山寺三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126018">前山寺三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126018">室町時代に建立した前山寺三重塔は、二層・三層の勾欄が未完成であるにもかかわらず、調和していて不自然な点がないと言われています。また、和様と禅宗様の建築様式が混じった様式で、この三重塔は建立しています。さらにこの塔の建築は、屋根を張り出すためにされている組物が細かく作られていて、細部まで美観に注意して作られています。厳かな見た目の中にも、華やかさが伺えるのは、このためだと感じました。塩田平では、武田信玄の侵攻などの戦が幾度となく繰り広げられてきたものの、このような古建築が陥落することなく、今なお残り続けています。このことは、塩田平の人々が文化財を大切に想い、守り続けた精神があるからだと感じました。</a></td><td class="date">2023-11-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126017">51</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/716/126017.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中禅寺薬師堂」薬師堂建立は、平安時代末から鎌倉時代初期とされていて、約800年もの歴史があります。このことは、薬師堂の建築様式が「方三間の阿弥陀堂形式」と呼ばれることに由来しています。方三間とは、東西南北どこから見ても柱が4本あり、その柱の間が3つある形です。これは岩手県平泉にある中尊寺金色堂と同じ形式をとっています。これらのことから、このお堂は中部日本最古の木造建築と言われています。この当時の時代の木造建築を、私たちが実際に見て触れ感じられる建築物は全国にも希なことから、このお堂は私たちが歴史を学ぶ上の「現存する資料」として大きな役割を担っていると感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="中禅寺薬師堂" title="中禅寺薬師堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126017">中禅寺薬師堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126017">薬師堂建立は、平安時代末から鎌倉時代初期とされていて、約800年もの歴史があります。このことは、薬師堂の建築様式が「方三間の阿弥陀堂形式」と呼ばれることに由来しています。方三間とは、東西南北どこから見ても柱が4本あり、その柱の間が3つある形です。これは岩手県平泉にある中尊寺金色堂と同じ形式をとっています。これらのことから、このお堂は中部日本最古の木造建築と言われています。この当時の時代の木造建築を、私たちが実際に見て触れ感じられる建築物は全国にも希なことから、このお堂は私たちが歴史を学ぶ上の「現存する資料」として大きな役割を担っていると感じました。</a></td><td class="date">2023-11-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125992">52</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/719/125992.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の色」少し前の夏頃の上田塩田平の写真です。
太陽が沈んだ直後のこの風景はとても素敵な財産だと感じた。また田畑が並んでいるからこそここまで見晴らしがいい場所が生まれる。これを見るときが一番落ち着く時間だと思う。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の色" title="上田の色" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125992">上田の色</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125992">少し前の夏頃の上田塩田平の写真です。
太陽が沈んだ直後のこの風景はとても素敵な財産だと感じた。また田畑が並んでいるからこそここまで見晴らしがいい場所が生まれる。これを見るときが一番落ち着く時間だと思う。</a></td><td class="date">2023-11-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125983">53</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/745/125983.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「農林水産省 全国ため池百選 塩田平のため池群」　ここに写真を挙げた瓢箪池、男池、女池などは、「塩田平のため池群」という1項目として農林水産省の全国ため池百選に選定されている。No.という表記があるためややこしいが、この番号は「塩田平のため池群」の内部で上田市が独自につけたものだ。「塩田平のため池群」は、全国ため池百選の中ではNo,30が振られている。
　
　塩田平のため池の多くは、17、18世紀の江戸時代に築造されている。しかし、江戸時代以前からため池は存在したようである。それらは残っていないようだ。

　写真のようにため池には看板がつけられているが、倒れたり隠れたりしてしまっているものもある。状態の悪い看板は、保全されないため池が江戸時代以前のため池のように廃れていくことを示唆している。

参考 農林水産省のため池百選についてのパンフレッ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="農林水産省 全国ため池百選 塩田平のため池群" title="農林水産省 全国ため池百選 塩田平のため池群" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125983">農林水産省 全国ため池百選 塩田平のため池群</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125983">　ここに写真を挙げた瓢箪池、男池、女池などは、「塩田平のため池群」という1項目として農林水産省の全国ため池百選に選定されている。No.という表記があるためややこしいが、この番号は「塩田平のため池群」の内部で上田市が独自につけたものだ。「塩田平のため池群」は、全国ため池百選の中ではNo,30が振られている。
　
　塩田平のため池の多くは、17、18世紀の江戸時代に築造されている。しかし、江戸時代以前からため池は存在したようである。それらは残っていないようだ。

　写真のようにため池には看板がつけられているが、倒れたり隠れたりしてしまっているものもある。状態の悪い看板は、保全されないため池が江戸時代以前のため池のように廃れていくことを示唆している。

参考 農林水産省のため池百選についてのパンフレッ</a></td><td class="date">2023-11-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125982">54</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/745/125982.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長池」　倉升地区にあるため池。塩田平からは外れた場所であり、別所線沿線では最も上田駅に近いため池といえる。規模は塩田平のため池と比べると小さいが、実際に訪れて見ると小さくは感じない。

　周囲に創造館、倉升公民館、長池公園、上田南幼稚園といった施設があることから、地元の子どもには馴染み深い。

　長池のすぐ近くには、倉升マンホールポンプ場がある。長池の水の管理は、このポンプ場で行われているのだろう。

　ため池は取水するための水源であるはずだが、長池に注ぐ水路がある。水路は山の方からつながっていることから、長池に直接降った雨だけでなく、周囲の山間に降った雨水も貯めるものと考えられる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="長池" title="長池" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125982">長池</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125982">　倉升地区にあるため池。塩田平からは外れた場所であり、別所線沿線では最も上田駅に近いため池といえる。規模は塩田平のため池と比べると小さいが、実際に訪れて見ると小さくは感じない。

　周囲に創造館、倉升公民館、長池公園、上田南幼稚園といった施設があることから、地元の子どもには馴染み深い。

　長池のすぐ近くには、倉升マンホールポンプ場がある。長池の水の管理は、このポンプ場で行われているのだろう。

　ため池は取水するための水源であるはずだが、長池に注ぐ水路がある。水路は山の方からつながっていることから、長池に直接降った雨だけでなく、周囲の山間に降った雨水も貯めるものと考えられる。</a></td><td class="date">2023-11-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125951">55</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/745/125951.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長野大学付近のため池(夫婦池)」　長野大学の近くにある、その付近では比較的大型のため池。降水量の少ない塩田平では、このようなため池が多く存在する。

　あふれないようにするためか、高い土手で囲まれている。土手の下からは用水路が出ている。ここから田へ取水するのだろう。

　撮影日の数週間前から雨が降っていなかったが、水量は多いように見えた。撮影時点ではすでに稲刈りが終えられていたため、水の消費量が少ない時期と考えられる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="長野大学付近のため池(夫婦池)" title="長野大学付近のため池(夫婦池)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125951">長野大学付近のため池(夫婦池)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125951">　長野大学の近くにある、その付近では比較的大型のため池。降水量の少ない塩田平では、このようなため池が多く存在する。

　あふれないようにするためか、高い土手で囲まれている。土手の下からは用水路が出ている。ここから田へ取水するのだろう。

　撮影日の数週間前から雨が降っていなかったが、水量は多いように見えた。撮影時点ではすでに稲刈りが終えられていたため、水の消費量が少ない時期と考えられる。</a></td><td class="date">2023-11-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125542">56</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=125456">57</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/697/125456.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「舌喰池（したくいいけ）」塩田平にあるため池の一つです。「大池」とも呼ばれています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="舌喰池（したくいいけ）" title="舌喰池（したくいいけ）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125456">舌喰池（したくいいけ）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125456">塩田平にあるため池の一つです。「大池」とも呼ばれています。</a></td><td class="date">2023-10-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125423">58</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/125423.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩田平の絶景スポット＝長野大学」塩田平を眺望できる絶景スポットは？

長野大学は塩田平の山沿いの傾斜地にあり、６号館はキャンパス内の一番の高台にあります。その最上階の４階が塩田平を一望する一番の眺望スポットです。学生や教職員でもここが絶景スポットだと認知していないのでは？遠く美ヶ原までが見通せます。グラデーションのかかった山並みの美しいこと。残念なことは塩田平を訪れる観光客にこの絶景スポットを開放できないことです。

他にここに代わる眺望スポットを発見できたら塩田平観光の福音となりますネ！"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125423.jpg" alt="塩田平の絶景スポット＝長野大学" title="塩田平の絶景スポット＝長野大学" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125423">塩田平の絶景スポット＝長野大学</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125423">塩田平を眺望できる絶景スポットは？

長野大学は塩田平の山沿いの傾斜地にあり、６号館はキャンパス内の一番の高台にあります。その最上階の４階が塩田平を一望する一番の眺望スポットです。学生や教職員でもここが絶景スポットだと認知していないのでは？遠く美ヶ原までが見通せます。グラデーションのかかった山並みの美しいこと。残念なことは塩田平を訪れる観光客にこの絶景スポットを開放できないことです。

他にここに代わる眺望スポットを発見できたら塩田平観光の福音となりますネ！</a></td><td class="date">2023-10-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54621">59</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/054621.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「22世紀に残したい上田の風景：わらボッチと稲わら焼き」上田に暮らして以来、かけがえのないこの地域の風景として心に刻まれたのが塩田平のわらボッチと稲わら焼きの風景です。2007/11/03、塩田平で撮った風景を載せておきます。

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

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

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

稲わら焼きは条例によって禁止されている県もあります。秋になるとそこかしこで稲わら焼きの煙が立ち上ります。いつまでこのような風景を見続けることができるのか。わらぼっちと言い、稲わら焼きの煙と言い、心の中に眠</a></td><td class="date">2023-02-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54575">60</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/484/054575.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田電鉄とは？」上田地域にはたくさんの企業や施設、団体があり、それぞれ星の数ほどに課題があります。一般企業も数多くありますが、せっかく上田市のことを学ぶので、上田地域にしかない企業はどうだろう、上田市の象徴のような企業はどうだろうと考え付きました。そこで、中心地の上田駅から塩田平を経て別所温泉へ至る上田電鉄について考えることにしました。
上田電鉄別所線は１９２１年に川西線として開通し、以降上で気を中心に放射状の路線が広がっていきました。
７０年代にはモータリゼーションによって経営危機、実際にその十年後には同様の理由で真田・傍陽線などが廃止されました。
しかし別所線だけは観光需要もあってか存続され、税金が源泉の補助金によって経営状態は回復しました。結果的に積極的な設備投資や新幹線の開通もあり、"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/484/thumbnails/054575.png" alt="上田電鉄とは？" title="上田電鉄とは？" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54575">上田電鉄とは？</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54575">上田地域にはたくさんの企業や施設、団体があり、それぞれ星の数ほどに課題があります。一般企業も数多くありますが、せっかく上田市のことを学ぶので、上田地域にしかない企業はどうだろう、上田市の象徴のような企業はどうだろうと考え付きました。そこで、中心地の上田駅から塩田平を経て別所温泉へ至る上田電鉄について考えることにしました。
上田電鉄別所線は１９２１年に川西線として開通し、以降上で気を中心に放射状の路線が広がっていきました。
７０年代にはモータリゼーションによって経営危機、実際にその十年後には同様の理由で真田・傍陽線などが廃止されました。
しかし別所線だけは観光需要もあってか存続され、税金が源泉の補助金によって経営状態は回復しました。結果的に積極的な設備投資や新幹線の開通もあり、</a></td><td class="date">2023-02-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54554">61</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=54435">62</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/628/054435.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ふれあいの里公園」塩田の館を中心とした庭園風の公園です。独鈷山を背景に四季を通じて楽しめるよう、さまざまな樹木が植えられています。また高台の地形を生かしてあるため、塩田平が一望できます。
引用元
Ueda City Database ( 2032014) https://museum.umic.jp/johogura/nishishioda/2032014/2032014.html"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="ふれあいの里公園" title="ふれあいの里公園" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54435">ふれあいの里公園</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54435">塩田の館を中心とした庭園風の公園です。独鈷山を背景に四季を通じて楽しめるよう、さまざまな樹木が植えられています。また高台の地形を生かしてあるため、塩田平が一望できます。
引用元
Ueda City Database ( 2032014) https://museum.umic.jp/johogura/nishishioda/2032014/2032014.html</a></td><td class="date">2023-02-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54201">63</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/628/054201.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所温泉の歴史」　塩田平を囲む山なみの西方にそびえる夫神（おがみ）岳のふもとに、この地方の古い歴史とともに、絶えまなく湧き続けて来たのが別所の温泉である。この自然の出湯と人とのかかわりは、夫神岳の麓から古代の布目瓦が多数発掘されたことによっても、その古さが想像される。
　国造や国府の所在していた古代から、庶民の安息療養の場所であり、また温泉の効能と医薬信仰が、やがて仏教の霊場としての北向観音堂となったであろう。
　別所の温泉は昔から”七久里（ななくり）の湯”と呼ばれたといわれ、平安時代の有名な和歌集にもその名をとどめている。
　鎌倉時代には北条氏の居館塩田城にも近いので北条一族の好んで来湯することも多かったと想像される。国宝八角三重塔のある名刹安楽禅寺は北条氏の開基によるところから、別所とい"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所温泉の歴史" title="別所温泉の歴史" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54201">別所温泉の歴史</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54201">　塩田平を囲む山なみの西方にそびえる夫神（おがみ）岳のふもとに、この地方の古い歴史とともに、絶えまなく湧き続けて来たのが別所の温泉である。この自然の出湯と人とのかかわりは、夫神岳の麓から古代の布目瓦が多数発掘されたことによっても、その古さが想像される。
　国造や国府の所在していた古代から、庶民の安息療養の場所であり、また温泉の効能と医薬信仰が、やがて仏教の霊場としての北向観音堂となったであろう。
　別所の温泉は昔から”七久里（ななくり）の湯”と呼ばれたといわれ、平安時代の有名な和歌集にもその名をとどめている。
　鎌倉時代には北条氏の居館塩田城にも近いので北条一族の好んで来湯することも多かったと想像される。国宝八角三重塔のある名刹安楽禅寺は北条氏の開基によるところから、別所とい</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54200">64</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/630/054200.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市の自然文化について」別所温泉は、信州最古の歴史を持つ七久里の湯と呼ばれる温泉を持ち、平安時代の有名な和歌集にも記されている。安息の場として栄えた別所温泉は、かつて真田幸村の隠し湯があったとも言われていて、1500年以上の歴史を持っているとされている。
また別所を含む塩田平は、信州の鎌倉とも呼ばれ、温泉に限らず多くの文化財が残されている。
「幕宮池」と呼ばれる池は、日本で最も降雨量が少ないとされる位置にあり、多くのため池が作られた場所である。


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


〈参考資料〉
https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/others/01DD001H230003
https://adeac.jp/shinshu-chiiki/catalog/mh055500</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54188">65</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/492/054188.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ゼミ発表資料」参照
Vol113■とく☆とく信州　塩田平のため池群 | 楽園信州 https://blog.nagano-ken.jp/magazine/various/622.html"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/492/thumbnails/054188.jpg" alt="ゼミ発表資料" title="ゼミ発表資料" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54188">ゼミ発表資料</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54188">参照
Vol113■とく☆とく信州　塩田平のため池群 | 楽園信州 https://blog.nagano-ken.jp/magazine/various/622.html</a></td><td class="date">2023-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54180">66</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所温泉の魅力を塩田平活性化に活かす」別所温泉には落ち着くカフェ、きれいな景色など様々な魅力があります。
ただ道が狭く、坂も多いため、観光が大変という面もあります。
そこで超小型車の活用やガイドの方を募り、車で移動しながら、そしてガイドの方の説明を聞きながら、別所温泉を観光するというのも良いのではないでしょうか？"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所温泉の魅力を塩田平活性化に活かす" title="別所温泉の魅力を塩田平活性化に活かす" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54180">別所温泉の魅力を塩田平活性化に活かす</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54180">別所温泉には落ち着くカフェ、きれいな景色など様々な魅力があります。
ただ道が狭く、坂も多いため、観光が大変という面もあります。
そこで超小型車の活用やガイドの方を募り、車で移動しながら、そしてガイドの方の説明を聞きながら、別所温泉を観光するというのも良いのではないでしょうか？</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54166">67</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩田平のため池」上田は雨が少なく、その中でも特に塩田には大きな河川が通っていないため水不足になりやすい。しかし米作りをするためには水がたくさん必要である。そこで塩田平には江戸時代を中心に多くのため池が作られた。それぞれの池に個性的な名前が付けられているので、散歩がてら観察してみるのも面白い。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="塩田平のため池" title="塩田平のため池" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54166">塩田平のため池</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54166">上田は雨が少なく、その中でも特に塩田には大きな河川が通っていないため水不足になりやすい。しかし米作りをするためには水がたくさん必要である。そこで塩田平には江戸時代を中心に多くのため池が作られた。それぞれの池に個性的な名前が付けられているので、散歩がてら観察してみるのも面白い。</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54144">68</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/626/054144.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所神社本殿」別所神社本殿は、別所温泉の北方、常楽寺に隣接し、塩田平をはじめ遠く浅間連峰が望める小高い丘の上にあります。

https://museum.umic.jp/bunkazai/document/dot14.htmlより引用"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所神社本殿" title="別所神社本殿" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54144">別所神社本殿</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54144">別所神社本殿は、別所温泉の北方、常楽寺に隣接し、塩田平をはじめ遠く浅間連峰が望める小高い丘の上にあります。

https://museum.umic.jp/bunkazai/document/dot14.htmlより引用</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54141">69</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/626/054141.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「岳の幟」塩田平の西辺に位置する別所温泉地区には、「岳の幟」と呼ぶ雨乞〔あまご〕いの祭りが伝わっています。この塩田地方は昔から水不足で大変悩まされてきた所で、灌漑〔かんがい〕用の溜〔ため〕池も多く造られ、雨乞い行事もいろいろ行われてきました。
ー中略ー
祭日は例年七月十五日(近年その日に近い日曜に変更)として、別所の上手〔わで〕・院内〔いんない〕・大湯〔おおゆ〕それに昭和四十九年大湯から独立した分去の四地区で、輪番〔りんばん〕に幟の役に当ります。夜明前に、上部に笹のついた竹竿と巻いた布を担いで夫神岳に登り、日の出と共に九頭竜神の石祠に布と神酒を供え、郷中の安全と五穀豊饒〔ごこくほうじょう〕を祈ります。
ー中略ー
支度を整えて日影公民館に待機をしていた三頭獅子とささら踊りの一行がそれに加わり"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="岳の幟" title="岳の幟" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54141">岳の幟</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54141">塩田平の西辺に位置する別所温泉地区には、「岳の幟」と呼ぶ雨乞〔あまご〕いの祭りが伝わっています。この塩田地方は昔から水不足で大変悩まされてきた所で、灌漑〔かんがい〕用の溜〔ため〕池も多く造られ、雨乞い行事もいろいろ行われてきました。
ー中略ー
祭日は例年七月十五日(近年その日に近い日曜に変更)として、別所の上手〔わで〕・院内〔いんない〕・大湯〔おおゆ〕それに昭和四十九年大湯から独立した分去の四地区で、輪番〔りんばん〕に幟の役に当ります。夜明前に、上部に笹のついた竹竿と巻いた布を担いで夫神岳に登り、日の出と共に九頭竜神の石祠に布と神酒を供え、郷中の安全と五穀豊饒〔ごこくほうじょう〕を祈ります。
ー中略ー
支度を整えて日影公民館に待機をしていた三頭獅子とささら踊りの一行がそれに加わり</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54138">70</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/626/054138.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所温泉　解説」塩田平を囲む山なみの西方にそびえる夫神（おがみ）岳のふもとに、この地方の古い歴史とともに、絶えまなく湧き続けて来たのが別所の温泉である。この自然の出湯と人とのかかわりは、夫神岳の麓から古代の布目瓦が多数発掘されたことによっても、その古さが想像される。
国造や国府の所在していた古代から、庶民の安息療養の場所であり、また温泉の効能と医薬信仰が、やがて仏教の霊場としての北向観音堂となったであろう。
別所の温泉は昔から”七久里（ななくり）の湯”と呼ばれたといわれ、平安時代の有名な和歌集にもその名をとどめている。
鎌倉時代には北条氏の居館塩田城にも近いので北条一族の好んで来湯することも多かったと想像される。国宝八角三重塔のある名刹安楽禅寺は北条氏の開基によるところから、別所という地名は"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所温泉　解説" title="別所温泉　解説" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54138">別所温泉　解説</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54138">塩田平を囲む山なみの西方にそびえる夫神（おがみ）岳のふもとに、この地方の古い歴史とともに、絶えまなく湧き続けて来たのが別所の温泉である。この自然の出湯と人とのかかわりは、夫神岳の麓から古代の布目瓦が多数発掘されたことによっても、その古さが想像される。
国造や国府の所在していた古代から、庶民の安息療養の場所であり、また温泉の効能と医薬信仰が、やがて仏教の霊場としての北向観音堂となったであろう。
別所の温泉は昔から”七久里（ななくり）の湯”と呼ばれたといわれ、平安時代の有名な和歌集にもその名をとどめている。
鎌倉時代には北条氏の居館塩田城にも近いので北条一族の好んで来湯することも多かったと想像される。国宝八角三重塔のある名刹安楽禅寺は北条氏の開基によるところから、別所という地名は</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54119">71</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩田平の魅力の発信」塩田平のちにはため池が点在しており、塩田平の駅を降りるとため池が広がっています。もともとこの土地は塩田３万石といわれる上田藩の穀倉地帯だったのにも関わらず、恵みの雨が少ない地域でした。そのため、古くから人々にとってため池は、支えになっていたのです。そして、この塩田平には長い歴史があります。歴史があるということは、人が生きた物語があるということです。私は、こういったものを上田の地元の人はもちろん、観光客の方にも伝え発信していきたいと考えました。
こういった、地方の魅力を磨き上げ発信していくためには、まず若者の力は必要です。しかし、現在、地方の若者の人口は年々減少し、若者はみんな都心に流出していしまっています。その原因には、地方の地元の魅力をあまり理解できてなく、利便性だけが追"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="塩田平の魅力の発信" title="塩田平の魅力の発信" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54119">塩田平の魅力の発信</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54119">塩田平のちにはため池が点在しており、塩田平の駅を降りるとため池が広がっています。もともとこの土地は塩田３万石といわれる上田藩の穀倉地帯だったのにも関わらず、恵みの雨が少ない地域でした。そのため、古くから人々にとってため池は、支えになっていたのです。そして、この塩田平には長い歴史があります。歴史があるということは、人が生きた物語があるということです。私は、こういったものを上田の地元の人はもちろん、観光客の方にも伝え発信していきたいと考えました。
こういった、地方の魅力を磨き上げ発信していくためには、まず若者の力は必要です。しかし、現在、地方の若者の人口は年々減少し、若者はみんな都心に流出していしまっています。その原因には、地方の地元の魅力をあまり理解できてなく、利便性だけが追</a></td><td class="date">2023-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54116">72</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/511/054116.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の魅力と活性化」　単元３を通して、塩田平地域は「信州の鎌倉」と呼ばれ、多くの寺院や文化財、ため池など様々な魅力があることが分かった。しかし、活性化を考えたときに、オシャレや写真映えなどに興味がある若者からすると、現在の塩田平にあまり興味が湧かないと感じた。
　そこで、ため池を活用した花火を打ち上げやイルミネーション、夜桜や紅葉をライトアップすることで若者を呼び込めると考えた。広いため池では、スワンボートのような足漕ぎボートを設置することで、若者だけでなく親子も楽しめると考える。
　また、生島足島神社で祭りを開催したり、マルシェのようなものを開いたりすることで、老若男女問わず楽しめる場所になると考えた。マルシェでは地域の特産品などの宣伝を行うことも可能である。
　以前、「信州上田レイライン線」"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="上田の魅力と活性化" title="上田の魅力と活性化" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54116">上田の魅力と活性化</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54116">　単元３を通して、塩田平地域は「信州の鎌倉」と呼ばれ、多くの寺院や文化財、ため池など様々な魅力があることが分かった。しかし、活性化を考えたときに、オシャレや写真映えなどに興味がある若者からすると、現在の塩田平にあまり興味が湧かないと感じた。
　そこで、ため池を活用した花火を打ち上げやイルミネーション、夜桜や紅葉をライトアップすることで若者を呼び込めると考えた。広いため池では、スワンボートのような足漕ぎボートを設置することで、若者だけでなく親子も楽しめると考える。
　また、生島足島神社で祭りを開催したり、マルシェのようなものを開いたりすることで、老若男女問わず楽しめる場所になると考えた。マルシェでは地域の特産品などの宣伝を行うことも可能である。
　以前、「信州上田レイライン線」</a></td><td class="date">2023-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54070">73</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前川ゼミ　まとめ」課題の提起　大学に進学するにあたり塩田平のアパートを借りた。半年ほど生活してみて上田市の中心地や海野町商店街と比べてあまり生活しやすいとは言えなかったため。

なぜそうなのか　田んぼやため池が多いため土地が確保できないので生活に必要な施設などの距離が遠い。

探求の目標　どのようにすればもっと住みやすい街にできるのかを見つける


「塩田平を住みやすい街に」
塩田平は上田駅周辺と比べて非常に住みにくく感じた。スーパーなども遠く２４時間営業ではないし、スポーツ用品店などもアリオまだ行かないとない。それなのに電車の本数も少なくバスもないためどこに行くにしても車が必要となってくる。そのためまだ免許や車を持っていない人や免許を返納したお年寄りなどにとっては非常に生活しずらくなっていると思"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="前川ゼミ　まとめ" title="前川ゼミ　まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54070">前川ゼミ　まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54070">課題の提起　大学に進学するにあたり塩田平のアパートを借りた。半年ほど生活してみて上田市の中心地や海野町商店街と比べてあまり生活しやすいとは言えなかったため。

なぜそうなのか　田んぼやため池が多いため土地が確保できないので生活に必要な施設などの距離が遠い。

探求の目標　どのようにすればもっと住みやすい街にできるのかを見つける


「塩田平を住みやすい街に」
塩田平は上田駅周辺と比べて非常に住みにくく感じた。スーパーなども遠く２４時間営業ではないし、スポーツ用品店などもアリオまだ行かないとない。それなのに電車の本数も少なくバスもないためどこに行くにしても車が必要となってくる。そのためまだ免許や車を持っていない人や免許を返納したお年寄りなどにとっては非常に生活しずらくなっていると思</a></td><td class="date">2023-01-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42512">74</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/042512.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「2023元日の上田」2023年の元日は晴天に恵まれ、塩田平にある生島足島神社へ初詣に出かけました。いつも見慣れている風景ながら、「上田とはどんなところか？」、改めて眺め直してみました。

上田からは烏帽子岳が最もよく見えます。何よりも烏帽子状の山容が美しい。

次に美ヶ原、深田久弥が「日本百名山」に選んだ山の一つ。山の頂は起伏が極めて少なく平坦に長く続き、これが一つの山とは認知しがたいぐらいに「控えめ」な佇まいをしています。地元の人は美ヶ原とは呼ばず「うつくし」と呼びます。山頂はほぼ平坦ながらわずかばかり高く見える山頂にテレビ塔がいくつも立ち並んでいます。美ヶ原はこのテレビ塔の存在がアクセントとなり不思議に美しい。

小牧山は地元の人々もそれが何山かを意識することなく存在している超低山です。この地点は地"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/042512.jpg" alt="2023元日の上田" title="2023元日の上田" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42512">2023元日の上田</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42512">2023年の元日は晴天に恵まれ、塩田平にある生島足島神社へ初詣に出かけました。いつも見慣れている風景ながら、「上田とはどんなところか？」、改めて眺め直してみました。

上田からは烏帽子岳が最もよく見えます。何よりも烏帽子状の山容が美しい。

次に美ヶ原、深田久弥が「日本百名山」に選んだ山の一つ。山の頂は起伏が極めて少なく平坦に長く続き、これが一つの山とは認知しがたいぐらいに「控えめ」な佇まいをしています。地元の人は美ヶ原とは呼ばず「うつくし」と呼びます。山頂はほぼ平坦ながらわずかばかり高く見える山頂にテレビ塔がいくつも立ち並んでいます。美ヶ原はこのテレビ塔の存在がアクセントとなり不思議に美しい。

小牧山は地元の人々もそれが何山かを意識することなく存在している超低山です。この地点は地</a></td><td class="date">2023-01-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11684">75</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/503/011684.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ため池で日向ぼっこ」　塩田平に沢山あるため池。長野大学でもたびたび講義に登場する。そのうちの舌喰池は周りに緑がたくさんある。
　夏の晴れた日はここが絶好の日向ぼっこスポットになるのだ。全身に自然を感じながら、ゆったりとした時間を過ごしてみてはどうだろうか。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="ため池で日向ぼっこ" title="ため池で日向ぼっこ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11684">ため池で日向ぼっこ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11684">　塩田平に沢山あるため池。長野大学でもたびたび講義に登場する。そのうちの舌喰池は周りに緑がたくさんある。
　夏の晴れた日はここが絶好の日向ぼっこスポットになるのだ。全身に自然を感じながら、ゆったりとした時間を過ごしてみてはどうだろうか。</a></td><td class="date">2022-12-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11594">76</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/535/011594.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の松茸」上田市内にはアカマツ林が多く、松茸の産地として知られています。
特に上田市の南西に位置する塩田平一帯は松茸の有名な産地で、9月中旬から11月初旬までは山の中腹に十数件の「松茸小屋」が営業します。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の松茸" title="上田の松茸" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11594">上田の松茸</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11594">上田市内にはアカマツ林が多く、松茸の産地として知られています。
特に上田市の南西に位置する塩田平一帯は松茸の有名な産地で、9月中旬から11月初旬までは山の中腹に十数件の「松茸小屋」が営業します。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11568">77</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/586/011568.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「観光地としての塩田地域」　無言館のそばにある山王山公園にあった看板。
　私は今回初めて塩田地域を歩いてみたが、かなり多くの標識や看板があり、道順を調べずとも観光施設などの目的地まで容易に向かうことができた。看板は方向と距離のみがわかるようなシンプルなものだが、英語の表記やイラストもあって外国人観光客にも配慮がなされていた。このような看板の設置は、塩田平が日本遺産に指定されたことで外国人観光客の増加が予想されるためと考えられる。
　塩田地域は観光資源や遺産、文化芸術施設が多く存在するが、それらは目立たない場所にあったりそれぞれの距離が遠かったりして、個人で車を利用せずに巡るには少し不便だった。だがこのような観光客向けの看板の設置は、塩田平を初めて訪れた私のような人の不安を解消させてくれる良い存在であり"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="観光地としての塩田地域" title="観光地としての塩田地域" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11568">観光地としての塩田地域</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11568">　無言館のそばにある山王山公園にあった看板。
　私は今回初めて塩田地域を歩いてみたが、かなり多くの標識や看板があり、道順を調べずとも観光施設などの目的地まで容易に向かうことができた。看板は方向と距離のみがわかるようなシンプルなものだが、英語の表記やイラストもあって外国人観光客にも配慮がなされていた。このような看板の設置は、塩田平が日本遺産に指定されたことで外国人観光客の増加が予想されるためと考えられる。
　塩田地域は観光資源や遺産、文化芸術施設が多く存在するが、それらは目立たない場所にあったりそれぞれの距離が遠かったりして、個人で車を利用せずに巡るには少し不便だった。だがこのような観光客向けの看板の設置は、塩田平を初めて訪れた私のような人の不安を解消させてくれる良い存在であり</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11566">78</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/586/011566.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「檻の俳句館」　前山寺まで向かう途中の道にあった俳句を展示するギャラリー「檻の俳句館」。
　訪れた日は閉まっていて、建物には蜘蛛の巣が張っていて開放している日があるようには見えなかった。気になったため、向かい側にある上田紬を取り扱う「藤本」というお店で話を伺ったところ、店員の方も俳句館が開いているところはしばらく見ていないらしい。
　古い古民家を利用したようなこじんまりとした建物だが、窓からのぞいてみると俳句数点とそれをイメージしたような美術作品が展示されていて、ぜひいつか中に入って見てみたい。
　隣には槐多庵というギャラリーもあったがこちらも開館している様子はなく、うまく活用できていないのが大変残念だった。せっかくこだわりの詰まった興味深い建物なので、無言館や残照館と合わせて塩田地域でよ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="檻の俳句館" title="檻の俳句館" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11566">檻の俳句館</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11566">　前山寺まで向かう途中の道にあった俳句を展示するギャラリー「檻の俳句館」。
　訪れた日は閉まっていて、建物には蜘蛛の巣が張っていて開放している日があるようには見えなかった。気になったため、向かい側にある上田紬を取り扱う「藤本」というお店で話を伺ったところ、店員の方も俳句館が開いているところはしばらく見ていないらしい。
　古い古民家を利用したようなこじんまりとした建物だが、窓からのぞいてみると俳句数点とそれをイメージしたような美術作品が展示されていて、ぜひいつか中に入って見てみたい。
　隣には槐多庵というギャラリーもあったがこちらも開館している様子はなく、うまく活用できていないのが大変残念だった。せっかくこだわりの詰まった興味深い建物なので、無言館や残照館と合わせて塩田地域でよ</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11559">79</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/586/011559.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前山寺」　真言宗のお寺である前山寺。
　マツやサクラなどの並木が両側をおおう約150メートルの参道は、昭和54年に上田市文化財保護条例により市指定記念物に指定された。山に向かって参道を進むと、色あせた木でできた風情漂う門が出迎える。門をくぐった先には国の重要文化財に指定されている三重塔がそびえ立ち、戦国時代から伝わる建築美を間近で楽しむことができた。
　入山料は一般・大学生200円。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="前山寺" title="前山寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11559">前山寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11559">　真言宗のお寺である前山寺。
　マツやサクラなどの並木が両側をおおう約150メートルの参道は、昭和54年に上田市文化財保護条例により市指定記念物に指定された。山に向かって参道を進むと、色あせた木でできた風情漂う門が出迎える。門をくぐった先には国の重要文化財に指定されている三重塔がそびえ立ち、戦国時代から伝わる建築美を間近で楽しむことができた。
　入山料は一般・大学生200円。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11557">80</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/586/011557.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「傷ついた画布のドーム」　無言館の第二展示館である「傷ついた画布のドーム」「オリーブの読書館」を訪れた。
　ドーム型の天井には画学生のデッサンや下絵が380点余り貼られている。入り口前にある庭には沖縄の磨文仁の丘の石が敷き詰められており、作品が展示されている没画学生も戦時中に踏みしめていたのかもしれないと思うと心を締め付けられた。
　オリーブの読書館には多くの美術関連書籍が壁一面に並んでいて、日差しが差しむ静かな館内で読書を楽しめる。他にも無言館館長の窪島誠一郎さんの著書も閲覧できた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="傷ついた画布のドーム" title="傷ついた画布のドーム" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11557">傷ついた画布のドーム</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11557">　無言館の第二展示館である「傷ついた画布のドーム」「オリーブの読書館」を訪れた。
　ドーム型の天井には画学生のデッサンや下絵が380点余り貼られている。入り口前にある庭には沖縄の磨文仁の丘の石が敷き詰められており、作品が展示されている没画学生も戦時中に踏みしめていたのかもしれないと思うと心を締め付けられた。
　オリーブの読書館には多くの美術関連書籍が壁一面に並んでいて、日差しが差しむ静かな館内で読書を楽しめる。他にも無言館館長の窪島誠一郎さんの著書も閲覧できた。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11554">81</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/586/011554.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「無言館」　太平洋戦争などで戦死した画学生の遺作や遺品を展示する、戦没画学生慰霊美術館　無言館。
　今年の24時間テレビのスペシャルドラマの題材にも取り上げられていたため以前から興味があり、今回初めて訪れることができた。
　「自問坂」という大変急な坂道を上った先の、コンクリート造りで静けさに包まれた館内には、画学生が出兵前や戦地にいる間に描いた作品や家族に送った手紙、画材などが展示されている。遺族が語る画学生の人物像や彼らとの思い出とともに作品を眺めることで、彼らが必死に作品に込めた家族や故郷への愛、絵画・彫刻への情熱を受け取れた気がした。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="無言館" title="無言館" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11554">無言館</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11554">　太平洋戦争などで戦死した画学生の遺作や遺品を展示する、戦没画学生慰霊美術館　無言館。
　今年の24時間テレビのスペシャルドラマの題材にも取り上げられていたため以前から興味があり、今回初めて訪れることができた。
　「自問坂」という大変急な坂道を上った先の、コンクリート造りで静けさに包まれた館内には、画学生が出兵前や戦地にいる間に描いた作品や家族に送った手紙、画材などが展示されている。遺族が語る画学生の人物像や彼らとの思い出とともに作品を眺めることで、彼らが必死に作品に込めた家族や故郷への愛、絵画・彫刻への情熱を受け取れた気がした。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11520">82</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/548/011520.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所線のれいんどりーむ号」　別所線の車両についてです。
別所線は側面に丸窓を持つ丸窓電車が走っていたこで知られ、丸窓は路線を象徴する特徴になっています。
平成17年2月には丸窓ラッピング電車の愛称が募集され、全国から250通の応募をもらいました。選考した結果、多くの人に夢を与えながら、ずっと走り続けて欲しいという思いからまるまどりーむ号になり上田駅で命名式が行われました。
　現在では、信州上田日本遺産のラッピングがされたれいんどりーむ号も運用されている様子を見ることが出来ます。上田市の日本遺産のデザインとして、塩田平の歴史・文化の一つである雨乞いの儀式にちなんだ、塩田平に進む龍が表現されています。鉄道に親しみが持ちやすい愛称を募集したり、地域にちなんだデザインがされたりしている様子から地域住民に密着した鉄道だ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所線のれいんどりーむ号" title="別所線のれいんどりーむ号" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11520">別所線のれいんどりーむ号</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11520">　別所線の車両についてです。
別所線は側面に丸窓を持つ丸窓電車が走っていたこで知られ、丸窓は路線を象徴する特徴になっています。
平成17年2月には丸窓ラッピング電車の愛称が募集され、全国から250通の応募をもらいました。選考した結果、多くの人に夢を与えながら、ずっと走り続けて欲しいという思いからまるまどりーむ号になり上田駅で命名式が行われました。
　現在では、信州上田日本遺産のラッピングがされたれいんどりーむ号も運用されている様子を見ることが出来ます。上田市の日本遺産のデザインとして、塩田平の歴史・文化の一つである雨乞いの儀式にちなんだ、塩田平に進む龍が表現されています。鉄道に親しみが持ちやすい愛称を募集したり、地域にちなんだデザインがされたりしている様子から地域住民に密着した鉄道だ</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10470">83</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/504/010470.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「秋の味覚、松茸小屋」長野県は日本有数の松茸の産地であり、特に上田市の塩田平はアカマツ林が自生し、良質の松茸がとれる名産地である。9月から11月にかけて松茸小屋がオープンし、観光客で賑わう。
私は市坂山荘という松茸小屋を利用した。市坂山荘は駅から少し山を登った場所にあるのだが、別所温泉駅から、バスで送迎してもらえるのがありがたい。
内装はレトロな雰囲気で非日常感がある。
松茸のコース料理は、学生の財布には厳しい値段だが、松茸の土瓶蒸しやすきやきなど、普段食べる機会のない料理をたくさん食べることができて楽しかった。
美味しいが、やはり大人の味だと感じたので、年を取ったときにまた食べに来たい。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="秋の味覚、松茸小屋" title="秋の味覚、松茸小屋" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10470">秋の味覚、松茸小屋</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10470">長野県は日本有数の松茸の産地であり、特に上田市の塩田平はアカマツ林が自生し、良質の松茸がとれる名産地である。9月から11月にかけて松茸小屋がオープンし、観光客で賑わう。
私は市坂山荘という松茸小屋を利用した。市坂山荘は駅から少し山を登った場所にあるのだが、別所温泉駅から、バスで送迎してもらえるのがありがたい。
内装はレトロな雰囲気で非日常感がある。
松茸のコース料理は、学生の財布には厳しい値段だが、松茸の土瓶蒸しやすきやきなど、普段食べる機会のない料理をたくさん食べることができて楽しかった。
美味しいが、やはり大人の味だと感じたので、年を取ったときにまた食べに来たい。</a></td><td class="date">2022-10-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10386">84</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/538/010386.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「生島足島神社」生島足島神社です。古くから塩田平は日本の中心であると考えられ、生島足島神社は日本中央の神社であるとされていたそうです。生島足島神社の最大の特徴はやはり、七年に一度開催される御柱祭です。横浜市には、神社はもちろんありますが御柱祭のように地域全体で作り上げるようなお祭りはほとんどありません。地域の結びつきが強い地方ならではの特徴だと思いました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="生島足島神社" title="生島足島神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10386">生島足島神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10386">生島足島神社です。古くから塩田平は日本の中心であると考えられ、生島足島神社は日本中央の神社であるとされていたそうです。生島足島神社の最大の特徴はやはり、七年に一度開催される御柱祭です。横浜市には、神社はもちろんありますが御柱祭のように地域全体で作り上げるようなお祭りはほとんどありません。地域の結びつきが強い地方ならではの特徴だと思いました。</a></td><td class="date">2022-10-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9378">85</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/009378.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩田平の麦秋」6/19の夕方、塩田平の麦畑の風景が印象的でした。この時刻より１時間ほど前に大雨が降ったらしく、遠くに見える山々も空気遠近法で描いたかのような柔和な見え方をしています。収穫の麦秋ですネ。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/009378.jpg" alt="塩田平の麦秋" title="塩田平の麦秋" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9378">塩田平の麦秋</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9378">6/19の夕方、塩田平の麦畑の風景が印象的でした。この時刻より１時間ほど前に大雨が降ったらしく、遠くに見える山々も空気遠近法で描いたかのような柔和な見え方をしています。収穫の麦秋ですネ。</a></td><td class="date">2022-06-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8925">86</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/462/008925.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市塩田平 塩野神社」塩田平にある塩野神社。ここには龍の彫刻があるのだが、これに関する民話が伝わっている。昔夜に龍が彫刻から抜け出して、御神木に登って悪さをしていた。困った村人が龍の目玉を抜き取ってしまった。抜け出すことはなくなったが、ある時大雨が降り御神木に雷が落ち、根元が焼けてしまった。目玉をえぐらなければ、空に登って収めてくれたのではないか、ここまで酷くならなかったのではないかと村人が後悔したという内容である。
現在この御神木には屋根がかかっている。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/462/thumbnails/008925.jpg" alt="上田市塩田平 塩野神社" title="上田市塩田平 塩野神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8925">上田市塩田平 塩野神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8925">塩田平にある塩野神社。ここには龍の彫刻があるのだが、これに関する民話が伝わっている。昔夜に龍が彫刻から抜け出して、御神木に登って悪さをしていた。困った村人が龍の目玉を抜き取ってしまった。抜け出すことはなくなったが、ある時大雨が降り御神木に雷が落ち、根元が焼けてしまった。目玉をえぐらなければ、空に登って収めてくれたのではないか、ここまで酷くならなかったのではないかと村人が後悔したという内容である。
現在この御神木には屋根がかかっている。</a></td><td class="date">2022-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8919">87</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/462/008919.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市別所温泉 将軍塚」上田市別所温泉駅から少し登ったところにある。戸隠にいたという伝説がある鬼女紅葉を倒したと伝わる、平維茂の塚。
塚には「朝日さし夕日かがやくそのもとに黄金千枚二千枚」という、朝日長者や徳川埋蔵金伝説に登場する歌と類似した詩が書かれている。別所が衰退し、家屋が残り3軒になったら掘って、埋まっている黄金を使え。3軒になる前に掘り返すと別所が滅びるという言い伝えが残っている。
ちなみに、鬼女紅葉を倒すことに使われた刀は北向観音で授かったとされているそうだ。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/462/thumbnails/008919.jpg" alt="上田市別所温泉 将軍塚" title="上田市別所温泉 将軍塚" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8919">上田市別所温泉 将軍塚</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8919">上田市別所温泉駅から少し登ったところにある。戸隠にいたという伝説がある鬼女紅葉を倒したと伝わる、平維茂の塚。
塚には「朝日さし夕日かがやくそのもとに黄金千枚二千枚」という、朝日長者や徳川埋蔵金伝説に登場する歌と類似した詩が書かれている。別所が衰退し、家屋が残り3軒になったら掘って、埋まっている黄金を使え。3軒になる前に掘り返すと別所が滅びるという言い伝えが残っている。
ちなみに、鬼女紅葉を倒すことに使われた刀は北向観音で授かったとされているそうだ。</a></td><td class="date">2022-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8897">88</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/462/008897.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市塩田平 舌喰池」上田市塩田平に存在するため池群のひとつである。西暦700年頃の奈良時代に築造されたと伝わる。雨乞い行事の「百八手」の舞台でもある。
江戸時代に2度の改修工事が行われ、現代に至る。昭和には養鯉産業で栄える。
平成では植生調査の実施から多様な植物が確認され、「舌喰池 憩いの広場」という緑地公園も造成された。東屋もあり、自然環境も豊かであることから、安らげる場所である。

舌喰池は大池とも呼ばれる。舌喰池という名称は、造築の際に水が溜まらず、人柱に選ばれた娘が悲しみから自らの舌を喰い切って池に身を投げた民話に由来する。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/462/thumbnails/008897.jpg" alt="上田市塩田平 舌喰池" title="上田市塩田平 舌喰池" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8897">上田市塩田平 舌喰池</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8897">上田市塩田平に存在するため池群のひとつである。西暦700年頃の奈良時代に築造されたと伝わる。雨乞い行事の「百八手」の舞台でもある。
江戸時代に2度の改修工事が行われ、現代に至る。昭和には養鯉産業で栄える。
平成では植生調査の実施から多様な植物が確認され、「舌喰池 憩いの広場」という緑地公園も造成された。東屋もあり、自然環境も豊かであることから、安らげる場所である。

舌喰池は大池とも呼ばれる。舌喰池という名称は、造築の際に水が溜まらず、人柱に選ばれた娘が悲しみから自らの舌を喰い切って池に身を投げた民話に由来する。</a></td><td class="date">2022-05-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8608">89</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/418/008608.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩野池（しおのいけ）」塩野池は、西前山境東前山の小字「市来」にある。池のある市来が、西前山の小字「塩野間」「塩野」に隣接していることや、独鈷山から流れ出す「塩野川」などの塩野と関係して「塩野池」と名付けられたと考えられる。
塩田平の多くのため池は、山麓または平地にあるが、塩野池は標高約560mとやや高く、山の傾斜に造られている。また、塩野池は、雨乞いの山・独鈷山の水だけを純粋に集めて成り立っているため池である。


〈参考文献〉
信州上田　塩田の里　
http://www.shiodanosato.jp/tameike/mukashi.php"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/418/thumbnails/008608.jpg" alt="塩野池（しおのいけ）" title="塩野池（しおのいけ）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8608">塩野池（しおのいけ）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8608">塩野池は、西前山境東前山の小字「市来」にある。池のある市来が、西前山の小字「塩野間」「塩野」に隣接していることや、独鈷山から流れ出す「塩野川」などの塩野と関係して「塩野池」と名付けられたと考えられる。
塩田平の多くのため池は、山麓または平地にあるが、塩野池は標高約560mとやや高く、山の傾斜に造られている。また、塩野池は、雨乞いの山・独鈷山の水だけを純粋に集めて成り立っているため池である。


〈参考文献〉
信州上田　塩田の里　
http://www.shiodanosato.jp/tameike/mukashi.php</a></td><td class="date">2022-02-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8579">90</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/418/008579.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「甲田池（こうだいけ）」甲田池は塩田平の中でも大きなため池で、水源は一級河川産川からの導水に依存する典型的な中継的ため池である。一般に皿池と呼ばれ、景観が良い。水抜き用の底樋は岸から5m程沖にあるため、橋が渡されている。
また、この池にはカッパにまつわる民話が残されているので紹介したい。

昔、十人村の甲田池に一匹のカッパが住んでいた。
ある日、村のお百姓さんが池の土手に馬をつないでおいたところ、いたずら好きのカッパは馬を池の中へ引っ張った。ところが馬は驚いてカッパを引きずってお百姓さんの家の馬屋に帰ってしまった。お皿の水がなくなって動けなくなったカッパは「助けてくれれば、この家にお祝いごとがあるときにはお膳を用意してさしあげます。」と言った。優しいお百姓さんはその言葉を信じてカッパを放してあげた。それ"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/418/thumbnails/008579.jpg" alt="甲田池（こうだいけ）" title="甲田池（こうだいけ）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8579">甲田池（こうだいけ）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8579">甲田池は塩田平の中でも大きなため池で、水源は一級河川産川からの導水に依存する典型的な中継的ため池である。一般に皿池と呼ばれ、景観が良い。水抜き用の底樋は岸から5m程沖にあるため、橋が渡されている。
また、この池にはカッパにまつわる民話が残されているので紹介したい。

昔、十人村の甲田池に一匹のカッパが住んでいた。
ある日、村のお百姓さんが池の土手に馬をつないでおいたところ、いたずら好きのカッパは馬を池の中へ引っ張った。ところが馬は驚いてカッパを引きずってお百姓さんの家の馬屋に帰ってしまった。お皿の水がなくなって動けなくなったカッパは「助けてくれれば、この家にお祝いごとがあるときにはお膳を用意してさしあげます。」と言った。優しいお百姓さんはその言葉を信じてカッパを放してあげた。それ</a></td><td class="date">2022-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8575">91</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/418/008575.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上窪池（かみくぼいけ）」上窪池は1645年に池を改修するまで「泥池」と呼ばれていた。
1957年の新農村建設で、ため池を使って養鯉を計画した際、その先頭に立ったのが上窪池である。これが成功し、塩田平の他のため池にも広がった。そして、1975年頃には生産量が1千トンを上回り、「塩田鯉」として全国に名をとどろかせた。
現在、上窪池のほとりにある泥宮の境内に「塩田鯉」と刻まれた石碑が建っている。

山田池でも養鯉が行われていたが、この上窪池が始まりであったことが分かる。

〈参考文献〉
信州上田　塩田の里
http://www.shiodanosato.jp/tameike/mukashi.php"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/418/thumbnails/008575.jpg" alt="上窪池（かみくぼいけ）" title="上窪池（かみくぼいけ）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8575">上窪池（かみくぼいけ）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8575">上窪池は1645年に池を改修するまで「泥池」と呼ばれていた。
1957年の新農村建設で、ため池を使って養鯉を計画した際、その先頭に立ったのが上窪池である。これが成功し、塩田平の他のため池にも広がった。そして、1975年頃には生産量が1千トンを上回り、「塩田鯉」として全国に名をとどろかせた。
現在、上窪池のほとりにある泥宮の境内に「塩田鯉」と刻まれた石碑が建っている。

山田池でも養鯉が行われていたが、この上窪池が始まりであったことが分かる。

〈参考文献〉
信州上田　塩田の里
http://www.shiodanosato.jp/tameike/mukashi.php</a></td><td class="date">2022-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8490">92</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/239/008490.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学生による地域キュレーション2021：全部①～⑱」▼地域キュレーション発表会記録
<font color=orange>★</font><a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/lecture1?c=&p=8470>テーマ①「上田と観光」</a>(発表者：<a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/ntm0204>り</a>)
<font color=orange>★</font><a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/lecture1?c=&p=8472>テーマ②「上田市と松川村の手当・補助の比較」</a>(発表者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/iizawa7>飯沢</a>)
<font color=orange>★</font><a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/lecture1?c=&p=8473>テーマ③「塩田平をめぐる」</a>(発表者：<a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/eguasa3121>オガサカ</a>)
<font color=orange>★</font><a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/lecture1?c=&p=8474>テーマ④「上田の歴史にふれる」</a>(発表者：<a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/cpswn17>崔</a>)
<font color=orange>★</font><a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/lecture1?c=&p=8475>テーマ⑤「山道を"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/239/thumbnails/008490.jpg" alt="学生による地域キュレーション2021：全部①～⑱" title="学生による地域キュレーション2021：全部①～⑱" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8490">学生による地域キュレーション2021：全部①～⑱</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8490">▼地域キュレーション発表会記録
<font color=orange>★</font><a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/lecture1?c=&p=8470>テーマ①「上田と観光」</a>(発表者：<a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/ntm0204>り</a>)
<font color=orange>★</font><a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/lecture1?c=&p=8472>テーマ②「上田市と松川村の手当・補助の比較」</a>(発表者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/iizawa7>飯沢</a>)
<font color=orange>★</font><a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/lecture1?c=&p=8473>テーマ③「塩田平をめぐる」</a>(発表者：<a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/eguasa3121>オガサカ</a>)
<font color=orange>★</font><a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/lecture1?c=&p=8474>テーマ④「上田の歴史にふれる」</a>(発表者：<a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/cpswn17>崔</a>)
<font color=orange>★</font><a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/lecture1?c=&p=8475>テーマ⑤「山道を</a></td><td class="date">2022-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8473">93</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/239/008473.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「地域キュレーション③「塩田平をめぐる」(信州上田学A2021)」<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/CBax9SNYrfY?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe><br>▲クリック/タップして発表動画をご覧ください。<br><br><a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/eguasa3121?t=47><font size=+2>地域キュレーション「塩田平をめぐる」</font>(マイテーマ公開ページにリンク)</a><br>発表者(学生)：<a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/eguasa3121>オガサカ(発表者のマイサイトにリンク)</a><br>長野大学／信州上田学Ａ2021発表会(2022/02/02オンライン実施)<br><br>（科目担当：前川道博＠長野大学）"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/239/thumbnails/008473.jpg" alt="地域キュレーション③「塩田平をめぐる」(信州上田学A2021)" title="地域キュレーション③「塩田平をめぐる」(信州上田学A2021)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8473">地域キュレーション③「塩田平をめぐる」(信州上田学A2021)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8473"><iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/CBax9SNYrfY?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe><br>▲クリック/タップして発表動画をご覧ください。<br><br><a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/eguasa3121?t=47><font size=+2>地域キュレーション「塩田平をめぐる」</font>(マイテーマ公開ページにリンク)</a><br>発表者(学生)：<a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/eguasa3121>オガサカ(発表者のマイサイトにリンク)</a><br>長野大学／信州上田学Ａ2021発表会(2022/02/02オンライン実施)<br><br>（科目担当：前川道博＠長野大学）</a></td><td class="date">2022-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8398">94</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩田平と塩沢を比較して」塩田平と塩沢を比較して、もともと塩田、塩沢がもつ地形や気候などが農業、工業に影響していることがわかった。特に農業は塩田には、気候に影響されたため池灌漑があったり、塩沢には豪雪地帯であることを利用した豊富な水資源の利用がある事がわかった。
この比較をすることで、塩田についてさらに深く知ることができ、どのような環境が住んでいる人にどのような影響を与えているかを知れてよかった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="塩田平と塩沢を比較して" title="塩田平と塩沢を比較して" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8398">塩田平と塩沢を比較して</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8398">塩田平と塩沢を比較して、もともと塩田、塩沢がもつ地形や気候などが農業、工業に影響していることがわかった。特に農業は塩田には、気候に影響されたため池灌漑があったり、塩沢には豪雪地帯であることを利用した豊富な水資源の利用がある事がわかった。
この比較をすることで、塩田についてさらに深く知ることができ、どのような環境が住んでいる人にどのような影響を与えているかを知れてよかった。</a></td><td class="date">2022-02-02</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8394">95</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/385/008394.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩沢　農業」塩田平と似て、稲作が盛んである。山沿いには畑作も多少見ることができる。塩沢の農業の特徴は何より、稲作がとても盛んであることだ。塩沢は日本有数の豪雪地帯であり、稲作の時期は雪解け水が供給される。塩田平とは違い、ため池はほとんどなく、灌漑の方法としては用水路などで灌漑がされている。
写真をみると、農業用に整備された用水路が見えることがわかる。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/385/thumbnails/008394.jpg" alt="塩沢　農業" title="塩沢　農業" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8394">塩沢　農業</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8394">塩田平と似て、稲作が盛んである。山沿いには畑作も多少見ることができる。塩沢の農業の特徴は何より、稲作がとても盛んであることだ。塩沢は日本有数の豪雪地帯であり、稲作の時期は雪解け水が供給される。塩田平とは違い、ため池はほとんどなく、灌漑の方法としては用水路などで灌漑がされている。
写真をみると、農業用に整備された用水路が見えることがわかる。</a></td><td class="date">2022-02-02</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8291">96</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ため池の工事」江戸時代の塩田のため池の工事は、元は小さな池を広げることから始まったそうです。「塩沼という小さな池だったのを、村人が殿様（仙石忠政）に願い出て、元禄12年（1702年）に大きな池にする工事が行われ、塩吹池は東西194メートル、南北212メートルの大きなため池になりました。このような大きな工事の費用は上田藩が出しました。」引用<a href=http://www.shiodanosato.jp/tameike/rekishi.php>ため池のれきし-信州上田|塩田の里|とっこ館</a>(2022/01/26閲覧)とあるように大規模な工事であったことがうかがえます。このような大規模な工事を経て、今私たちが住んでいる塩田平の風景が形成され、この土地に住む人々を助けています。

参考:<a href=http://www.shiodanosato.jp/tameike/rekishi.php>ため池のれきし-信州上田|塩田の里|とっこ館</a>"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="ため池の工事" title="ため池の工事" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8291">ため池の工事</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8291">江戸時代の塩田のため池の工事は、元は小さな池を広げることから始まったそうです。「塩沼という小さな池だったのを、村人が殿様（仙石忠政）に願い出て、元禄12年（1702年）に大きな池にする工事が行われ、塩吹池は東西194メートル、南北212メートルの大きなため池になりました。このような大きな工事の費用は上田藩が出しました。」引用<a href=http://www.shiodanosato.jp/tameike/rekishi.php>ため池のれきし-信州上田|塩田の里|とっこ館</a>(2022/01/26閲覧)とあるように大規模な工事であったことがうかがえます。このような大規模な工事を経て、今私たちが住んでいる塩田平の風景が形成され、この土地に住む人々を助けています。

参考:<a href=http://www.shiodanosato.jp/tameike/rekishi.php>ため池のれきし-信州上田|塩田の里|とっこ館</a></a></td><td class="date">2022-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8280">97</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ため池がもたらしたもの」塩田平のため池は、平安時代の条里制の地割りが残っているため、平安時代からため池があったことが推測されますが、史料が残っていません。そこから、江戸時代から盛んに開発がされました。すると、ため池を得た塩田平の農地は、生産量を伸ばし、結果として、上田藩の約半分を占める石高を残し、「塩田3万石」ともいわれるようになりました。それらは今でも塩田を潤しています。

参考:<a href=http://www.shiodanosato.jp/tameike/rekishi.php>ため池のれきし-信州上田|塩田の里|とっこ館</a>"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="ため池がもたらしたもの" title="ため池がもたらしたもの" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8280">ため池がもたらしたもの</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8280">塩田平のため池は、平安時代の条里制の地割りが残っているため、平安時代からため池があったことが推測されますが、史料が残っていません。そこから、江戸時代から盛んに開発がされました。すると、ため池を得た塩田平の農地は、生産量を伸ばし、結果として、上田藩の約半分を占める石高を残し、「塩田3万石」ともいわれるようになりました。それらは今でも塩田を潤しています。

参考:<a href=http://www.shiodanosato.jp/tameike/rekishi.php>ため池のれきし-信州上田|塩田の里|とっこ館</a></a></td><td class="date">2022-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8275">98</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ため池の必要性」そもそもなぜ塩田平にはため池が必要だったのでしょうか。それは、全国でも有数の寡雨地域であったからです。雨が少なく年間の降水量は890mmであり、稲作をするときに必要と言われる降水量である1000mmを下回ります。そのため、稲作をするためには厳しい土地でした。幸い、土壌は元々塩田平は湖であったことなどから肥沃だったため、水が足りないという課題を灌漑で解決すれば稲作ができました。用水路を使った灌漑などが長野では多いですが、塩田平を流れる川は、どれもたくさんの農地を潤すほどの水量はありませんでした。そこで、塩田平ではため池灌漑という長野県では珍しい灌漑方法がとられています。

参考:<a href=http://www.shiodanosato.jp/tameike/rekishi.php>ため池のれきし-信州上田|塩田の里|とっこ館</a>
<a href=https://nagano-agri-inheritance.jp/course/c_c"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="ため池の必要性" title="ため池の必要性" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8275">ため池の必要性</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8275">そもそもなぜ塩田平にはため池が必要だったのでしょうか。それは、全国でも有数の寡雨地域であったからです。雨が少なく年間の降水量は890mmであり、稲作をするときに必要と言われる降水量である1000mmを下回ります。そのため、稲作をするためには厳しい土地でした。幸い、土壌は元々塩田平は湖であったことなどから肥沃だったため、水が足りないという課題を灌漑で解決すれば稲作ができました。用水路を使った灌漑などが長野では多いですが、塩田平を流れる川は、どれもたくさんの農地を潤すほどの水量はありませんでした。そこで、塩田平ではため池灌漑という長野県では珍しい灌漑方法がとられています。

参考:<a href=http://www.shiodanosato.jp/tameike/rekishi.php>ため池のれきし-信州上田|塩田の里|とっこ館</a>
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下之郷山から降りてきた沢山の猪によって田んぼが荒らされ、田んぼの稲を守ろうと玉の入っていない鉄砲を一発打った。驚いた猪は小島大池に飛び込んでしまい、22匹のうち5匹が溺死してしまった。
騒ぎが大きくなり上田藩に届け出たところ、役人から「入念に猪の死骸を埋め、猪が死んだ理由を書いた木札を立て、周りを竹矢来で囲みなさい」といった処置が命じられた。
なぜ猪のためにこれほど大騒ぎになったのか。それは、当時徳川幕府の将軍綱吉が「生類憐みの令」を出しており、動物に危害を加えた場合重い罰が与えられたからである。

なお、小島大池に実際に行ったところ、現在工"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/418/thumbnails/008247.jpg" alt="小島大池（こじまおおいけ）" title="小島大池（こじまおおいけ）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8247">小島大池（こじまおおいけ）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8247">小島大池は塩田平の中でも大きなため池であり、1618年に造られたものである。そんな小島大池の1689年に起きた事件についての民話を紹介していきたい。


下之郷山から降りてきた沢山の猪によって田んぼが荒らされ、田んぼの稲を守ろうと玉の入っていない鉄砲を一発打った。驚いた猪は小島大池に飛び込んでしまい、22匹のうち5匹が溺死してしまった。
騒ぎが大きくなり上田藩に届け出たところ、役人から「入念に猪の死骸を埋め、猪が死んだ理由を書いた木札を立て、周りを竹矢来で囲みなさい」といった処置が命じられた。
なぜ猪のためにこれほど大騒ぎになったのか。それは、当時徳川幕府の将軍綱吉が「生類憐みの令」を出しており、動物に危害を加えた場合重い罰が与えられたからである。

なお、小島大池に実際に行ったところ、現在工</a></td><td class="date">2022-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8243">100</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/418/008243.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山田池（やまだいけ）」山田池は1938年に沢山池が造られるまで塩田平一の大きなため池だった。
池の歴史は古いため増築年は不詳だが、1650年にそれまで並んでいた2つの池を1つにまとめ現在の池ができた。
この池では、1840年頃に養鯉を試みたり、上田藩の事業として薬草の栽培をしたりしていた。古くから農業用水の確保としてだけでなく、様々なことに利用されていたことが分かる。
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					<ul><li><a href="?c=&s=塩田平">塩田平(46)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市">上田市(27)</a></li><li><a href="?c=&s=ため池">ため池(26)</a></li><li><a href="?c=&s=日本遺産">日本遺産(16)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田">塩田(12)</a></li><li><a href="?c=&s=信州上田学">信州上田学(10)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史">歴史(8)</a></li><li><a href="?c=&s=上田">上田(7)</a></li><li><a href="?c=&s=長野大学">長野大学(7)</a></li><li><a href="?c=&s=別所温泉">別所温泉(7)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田平のため池群">塩田平のため池群(6)</a></li><li><a href="?c=&s=自然">自然(6)</a></li><li><a href="?c=&s=前山寺">前山寺(6)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学習">地域学習(6)</a></li><li><a href="?c=&s=生島足島神社">生島足島神社(5)</a></li><li><a href="?c=&s=街歩き">街歩き(5)</a></li><li><a href="?c=&s=民話">民話(4)</a></li><li><a href="?c=&s=神社">神社(4)</a></li><li><a href="?c=&s=美術館">美術館(4)</a></li><li><a href="?c=&s=古刹">古刹(4)</a></li><li><a href="?c=&s=レイライン">レイライン(4)</a></li><li><a href="?c=&s=農業">農業(3)</a></li><li><a href="?c=&s=景観">景観(3)</a></li><li><a href="?c=&s=観光地">観光地(3)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史的建造物">歴史的建造物(3)</a></li><li><a href="?c=&s=看板">看板(3)</a></li><li><a href="?c=&s=鳥居">鳥居(3)</a></li><li><a href="?c=&s=信州の学海">信州の学海(3)</a></li><li><a href="?c=&s=＃上田市">＃上田市(3)</a></li><li><a href="?c=&s=＃塩田平">＃塩田平(3)</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(3)</a></li><li><a href="?c=&s=美術館巡り">美術館巡り(3)</a></li><li><a href="?c=&s=温泉">温泉(3)</a></li><li><a href="?c=&s=稲わら焼き">稲わら焼き(3)</a></li><li><a href="?c=&s=忠魂碑">忠魂碑(2)</a></li><li><a href="?c=&s=日露戦争">日露戦争(2)</a></li><li><a href="?c=&s=別所街道">別所街道(2)</a></li><li><a href="?c=&s=街道">街道(2)</a></li><li><a href="?c=&s=散歩">散歩(2)</a></li><li><a href="?c=&s=道端">道端(2)</a></li><li><a href="?c=&s=寺">寺(2)</a></li><li><a href="?c=&s=デートスポット">デートスポット(2)</a></li><li><a href="?c=&s=趣">趣(2)</a></li><li><a href="?c=&s=室町時代">室町時代(2)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田北条氏">塩田北条氏(2)</a></li><li><a href="?c=&s=カフェ">カフェ(2)</a></li><li><a href="?c=&s=ギャラリー">ギャラリー(2)</a></li><li><a href="?c=&s=舌喰池">舌喰池(2)</a></li><li><a href="?c=&s=信州の鎌倉">信州の鎌倉(2)</a></li><li><a href="?c=&s=名刹">名刹(2)</a></li><li><a href="?c=&s=別所線">別所線(2)</a></li><li><a href="?c=&s=＃無言館">＃無言館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=＃美術館">＃美術館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=＃長野県">＃長野県(2)</a></li><li><a href="?c=&s=＃前山寺">＃前山寺(2)</a></li><li><a href="?c=&s=水鳥">水鳥(2)</a></li><li><a href="?c=&s=祈り">祈り(2)</a></li><li><a href="?c=&s=無言館">無言館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=前山寺三重塔">前山寺三重塔(2)</a></li><li><a href="?c=&s=北向観音">北向観音(2)</a></li><li><a href="?c=&s=お寺">お寺(2)</a></li><li><a href="?c=&s=池">池(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地域景観">地域景観(2)</a></li><li><a href="?c=&s=無形文化">無形文化(2)</a></li><li><a href="?c=&s=煙">煙(2)</a></li><li><a href="?c=&s=炭焼き小屋">炭焼き小屋(2)</a></li><li><a href="?c=&s=別所">別所(2)</a></li><li><a href="?c=&s=学習成果">学習成果(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学">地域学(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地域探究">地域探究(2)</a></li><li><a href="?c=&s=野焼き">野焼き(1)</a></li><li><a href="?c=&s=戦争">戦争(1)</a></li><li><a href="?c=&s=平和">平和(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石碑">石碑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=記念碑">記念碑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田町駅周辺">塩田町駅周辺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小島大池">小島大池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ため池百選">ため池百選(1)</a></li><li><a href="?c=&s=猪溺死事件">猪溺死事件(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桜">桜(1)</a></li><li><a href="?c=&s=道標">道標(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石">石(1)</a></li><li><a href="?c=&s=本郷">本郷(1)</a></li><li><a href="?c=&s=交通の要衝">交通の要衝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=時代を超えて残るもの">時代を超えて残るもの(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塔">塔(1)</a></li><li><a href="?c=&s=未完成">未完成(1)</a></li><li><a href="?c=&s=警察分署跡">警察分署跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=保野">保野(1)</a></li><li><a href="?c=&s=警察">警察(1)</a></li><li><a href="?c=&s=消火栓">消火栓(1)</a></li><li><a href="?c=&s=明治">明治(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鎌倉">鎌倉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=棚田">棚田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=田んぼ">田んぼ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岩">岩(1)</a></li><li><a href="?c=&s=巨石群">巨石群(1)</a></li><li><a href="?c=&s=橋">橋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野">長野(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小島">小島(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鴨">鴨(1)</a></li><li><a href="?c=&s=他田塚古墳">他田塚古墳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=喫茶店">喫茶店(1)</a></li><li><a href="?c=&s=オーガニック">オーガニック(1)</a></li><li><a href="?c=&s=沢山池">沢山池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=瓢箪池">瓢箪池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市自然運動公園">上田市自然運動公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=バードウォッチング">バードウォッチング(1)</a></li><li><a href="?c=&s=映像">映像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ビデオ">ビデオ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=シティプロモーション">シティプロモーション(1)</a></li><li><a href="?c=&s=動画">動画(1)</a></li><li><a href="?c=&s=講義">講義(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域ＰＲ映像">地域ＰＲ映像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=屋根">屋根(1)</a></li><li><a href="?c=&s=越屋根">越屋根(1)</a></li><li><a href="?c=&s=男池">男池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=中塩田小学校">中塩田小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=レンコン">レンコン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蓮">蓮(1)</a></li><li><a href="?c=&s=畑">畑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=吉池">吉池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=前山塩野神社礼拝殿及び本殿">前山塩野神社礼拝殿及び本殿(1)</a></li><li><a href="?c=&s=前山塩野神社">前山塩野神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=礼拝殿">礼拝殿(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鎌倉時代">鎌倉時代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=無関普門">無関普門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田中学校">塩田中学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=宗教">宗教(1)</a></li><li><a href="?c=&s=龍光院">龍光院(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸窓電車">丸窓電車(1)</a></li><li><a href="?c=&s=くるみ">くるみ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=おはぎ">おはぎ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=そば">そば(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ようかん">ようかん(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃戦争">＃戦争(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃画学生">＃画学生(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃遺品">＃遺品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃戦没画学生慰霊美術館">＃戦没画学生慰霊美術館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃太平洋戦争">＃太平洋戦争(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃三重塔">＃三重塔(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=＃未完成の塔">＃未完成の塔(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃寺">＃寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃塩田城">＃塩田城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃塩田">＃塩田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃私設美術館">＃私設美術館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃信濃デッサン館">＃信濃デッサン館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃残照館">＃残照館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=#KAITA EPITAPH">#KAITA EPITAPH(1)</a></li><li><a href="?c=&s=#長野県">#長野県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=里山再生学ゼミナール">里山再生学ゼミナール(1)</a></li><li><a href="?c=&s=里山再生学ゼミ">里山再生学ゼミ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=里山">里山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=人柱">人柱(1)</a></li><li><a href="?c=&s=百八手">百八手(1)</a></li><li><a href="?c=&s=雨ごい">雨ごい(1)</a></li><li><a href="?c=&s=民間伝承">民間伝承(1)</a></li><li><a href="?c=&s=将軍塚">将軍塚(1)</a></li><li><a href="?c=&s=平維盛">平維盛(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鬼女紅葉">鬼女紅葉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=朝日長者">朝日長者(1)</a></li><li><a href="?c=&s=埋蔵金">埋蔵金(1)</a></li><li><a href="?c=&s=竜">竜(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ご神木">ご神木(1)</a></li><li><a href="?c=&s=雨">雨(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃神社">＃神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=俳句">俳句(1)</a></li><li><a href="?c=&s=観光">観光(1)</a></li><li><a href="?c=&s=正月">正月(1)</a></li><li><a href="?c=&s=美ヶ原">美ヶ原(1)</a></li><li><a href="?c=&s=烏帽子岳">烏帽子岳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小牧山">小牧山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域探検">地域探検(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域史">地域史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸業">蚕糸業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術">農民美術(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=蚕都上田">蚕都上田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田小県">上田小県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田電鉄">上田電鉄(1)</a></li><li><a href="?c=&s=わらボッチ">わらボッチ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=原風景">原風景(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農村">農村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=夫婦池">夫婦池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長池">長池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田創造館">上田創造館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=全国ため池百選">全国ため池百選(1)</a></li><li><a href="?c=&s=中禅寺">中禅寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生島大神">生島大神(1)</a></li><li><a href="?c=&s=足島大神">足島大神(1)</a></li><li><a href="?c=&s=醍醐天皇">醍醐天皇(1)</a></li><li><a href="?c=&s=県宝">県宝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=夏至">夏至(1)</a></li><li><a href="?c=&s=冬至">冬至(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大地">大地(1)</a></li><li><a href="?c=&s=太陽">太陽(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日の入り">日の入り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=諏訪大神">諏訪大神(1)</a></li><li><a href="?c=&s=下之郷駅">下之郷駅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=縁結び">縁結び(1)</a></li><li><a href="?c=&s=愛染明王">愛染明王(1)</a></li><li><a href="?c=&s=現世利益">現世利益(1)</a></li><li><a href="?c=&s=両参り">両参り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=片詣り">片詣り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=北向き">北向き(1)</a></li><li><a href="?c=&s=車で15分">車で15分(1)</a></li><li><a href="?c=&s=霊場">霊場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=霊木">霊木(1)</a></li><li><a href="?c=&s=愛染カツラ">愛染カツラ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=縁結びの霊木">縁結びの霊木(1)</a></li><li><a href="?c=&s=円仁">円仁(1)</a></li><li><a href="?c=&s=温泉街">温泉街(1)</a></li><li><a href="?c=&s=金剛力士像">金剛力士像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=平安時代">平安時代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大日如来">大日如来(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木">木(1)</a></li><li><a href="?c=&s=如来坐像">如来坐像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蓮の花">蓮の花(1)</a></li><li><a href="?c=&s=さくら国際高校">さくら国際高校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木造校舎">木造校舎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学校">学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩野神社">塩野神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田城跡">塩田城跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=北条氏">北条氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=黒坂周平">黒坂周平(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域史研究">地域史研究(1)</a></li><li><a href="?c=&s=偉人">偉人(1)</a></li><li><a href="?c=&s=猫瓦">猫瓦(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造">蚕種製造(1)</a></li><li><a href="?c=&s=あじさい小道">あじさい小道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=昔の生活">昔の生活(1)</a></li><li><a href="?c=&s=浅間山">浅間山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山岳景観">山岳景観(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長福寺">長福寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=泥宮">泥宮(1)</a></li><li><a href="?c=&s=食">食(1)</a></li><li><a href="?c=&s=あいそめの湯">あいそめの湯(1)</a></li><li><a href="?c=&s=武屋御殿">武屋御殿(1)</a></li><li><a href="?c=&s=陣羽織">陣羽織(1)</a></li><li><a href="?c=&s=つるし飾り">つるし飾り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史資料">歴史資料(1)</a></li><li><a href="?c=&s=安曽神社">安曽神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=絵馬">絵馬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=常楽寺">常楽寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石造多宝塔">石造多宝塔(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石造多層塔">石造多層塔(1)</a></li><li><a href="?c=&s=安楽寺">安楽寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文化財">文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=グルメ">グルメ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文化">文化(1)</a></li><li><a href="?c=&s=くるみおはぎ">くるみおはぎ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃上田氏＃町歩き＃中禅寺">＃上田氏＃町歩き＃中禅寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=第五回上田氷灯ろう夢まつり">第五回上田氷灯ろう夢まつり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=北向観音堂">北向観音堂(1)</a></li><li><a href="?c=&s=太陽と大地の聖地">太陽と大地の聖地(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田駅">上田駅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=観光マップ">観光マップ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=観光案内">観光案内(1)</a></li></ul>
				</div>
				<br>
				<!-- div class="catsec2left">
					<img src="https://www.d-commons.info/template/4/images/cat/catp2.png" alt="情報を探す">
					★詳細検索
				</div -->

			</section>



<div id="kanri_menu"><p class="entry"><a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/login">ログイン</a>　<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku">トップページへ</a></p></div>
			
		</div><!--container-->

	<!--フッター-->
	<footer class="clearfix">
		<div class="footerleft">
			<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/docs/kogi/2021/mp2021/18.pdf"><img src="https://www.d-commons.info/template/4/images/top/webtitle.png" alt=""></a>
			<p>&copy; <script type="text/javascript">myDate = new Date() ;myYear = myDate.getFullYear ();document.write(myYear);</script> 信州上田学プロジェクト</p>
		</div>
		<div class="footerright">
						<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/about">はじめての方へ</a>|			<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/rules">利用規約</a>|			<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/joinus">投稿上の注意</a>|			<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/otoiawase">お問い合わせフォーム</a>
		</div>
	</footer>
	
</body>
</html>
<!-- script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script -->





<script src="https://www.d-commons.info//js/jquery-2.2.4.min.js"></script>
<script src="https://www.d-commons.info//js/jquery.fancybox.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://www.d-commons.info//css/jquery.fancybox.css" />
<script>
$(document).ready(function() {
	$('[data-fancybox]').fancybox({
		// オプションを下記に記載していきます
		infobar : true,
	});
});
</script>



  <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: '127199',
					name: '塩田平観光マップ(上田駅構内)今昔2005→2024',
					lat: 36.39669636337513,
					lng: 138.2491746522905,
					contents: '<a href="?c=&p=127199">塩田平観光マップ(上田駅構内)今昔2005→2024</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127171',
					name: '別所温泉【第五回上田氷灯ろう夢まつり】',
					lat: 36.349904846059765,
					lng: 138.15650939941406,
					contents: '<a href="?c=&p=127171">別所温泉【第五回上田氷灯ろう夢まつり】</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127143',
					name: '舌喰池',
					lat: 36.34612232341314,
					lng: 138.1775501305664,
					contents: '<a href="?c=&p=127143">舌喰池</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127126',
					name: '中禅寺',
					lat: 36.33670006939315,
					lng: 138.1856918334961,
					contents: '<a href="?c=&p=127126">中禅寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127032',
					name: '前山寺三重塔',
					lat: 36.341194092888195,
					lng: 138.19762229919434,
					contents: '<a href="?c=&p=127032">前山寺三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126980',
					name: '前山寺のくるみおはぎ',
					lat: 36.34124622382743,
					lng: 138.1975088167234,
					contents: '<a href="?c=&p=126980">前山寺のくるみおはぎ</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126934',
					name: '安楽寺の文化財',
					lat: 36.352173,
					lng: 138.153137,
					contents: '<a href="?c=&p=126934">安楽寺の文化財</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126930',
					name: '常楽寺の''石造多宝塔と石造多層塔''',
					lat: 36.35347,
					lng: 138.154739,
					contents: '<a href="?c=&p=126930">常楽寺の''石造多宝塔と石造多層塔''</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126927',
					name: '北向観音の''絵馬''',
					lat: 36.349857,
					lng: 138.156418,
					contents: '<a href="?c=&p=126927">北向観音の''絵馬''</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126828',
					name: '安曽神社',
					lat: 36.34673348424613,
					lng: 138.21332395076752,
					contents: '<a href="?c=&p=126828">安曽神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126824',
					name: '炭焼き小屋',
					lat: 36.339831366845225,
					lng: 138.19032680854187,
					contents: '<a href="?c=&p=126824">炭焼き小屋</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126798',
					name: '別所温泉センター温泉歴史資料展示室',
					lat: 36.350848884538,
					lng: 138.1561017036438,
					contents: '<a href="?c=&p=126798">別所温泉センター温泉歴史資料展示室</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126797',
					name: '武屋御殿',
					lat: 36.34994508134285,
					lng: 138.15476696938276,
					contents: '<a href="?c=&p=126797">武屋御殿</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126747',
					name: '別所　part２',
					lat: 36.353222971902596,
					lng: 138.16320419311523,
					contents: '<a href="?c=&p=126747">別所　part２</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126734',
					name: 'Cafe sprout',
					lat: 36.347416158870836,
					lng: 138.21178436279297,
					contents: '<a href="?c=&p=126734">Cafe sprout</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126727',
					name: '泥宮',
					lat: 36.352704524061934,
					lng: 138.19873809814453,
					contents: '<a href="?c=&p=126727">泥宮</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126725',
					name: '長福寺',
					lat: 36.36186326091064,
					lng: 138.21759939193726,
					contents: '<a href="?c=&p=126725">長福寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126710',
					name: '生島足島神社',
					lat: 36.36041175939048,
					lng: 138.21813583374023,
					contents: '<a href="?c=&p=126710">生島足島神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126603',
					name: '伝説のワイン「ヴィランジュ・ドゥ・ベッショ」',
					lat: 36.35266188748685,
					lng: 138.16175276783412,
					contents: '<a href="?c=&p=126603">伝説のワイン「ヴィランジュ・ドゥ・ベッショ」</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126527',
					name: '塩田平から望む遠くの浅間山',
					lat: 36.34241750118783,
					lng: 138.19796890631523,
					contents: '<a href="?c=&p=126527">塩田平から望む遠くの浅間山</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126526',
					name: '炭焼き小屋',
					lat: 36.34080049037648,
					lng: 138.1957362645025,
					contents: '<a href="?c=&p=126526">炭焼き小屋</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126524',
					name: '黒坂周平先生像',
					lat: 36.342937617762075,
					lng: 138.19572061300278,
					contents: '<a href="?c=&p=126524">黒坂周平先生像</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126510',
					name: '塩田城跡',
					lat: 36.33971627916118,
					lng: 138.19608807563782,
					contents: '<a href="?c=&p=126510">塩田城跡</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126509',
					name: '塩野神社',
					lat: 36.33728776412568,
					lng: 138.18767666816711,
					contents: '<a href="?c=&p=126509">塩野神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126503',
					name: '日本遺産 生島足島神社',
					lat: 36.36041175939048,
					lng: 138.21813583374023,
					contents: '<a href="?c=&p=126503">日本遺産 生島足島神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126463',
					name: '旧西塩田小学校校舎(さくら国際高校)2013/11/22',
					lat: 36.34603517302706,
					lng: 138.17905594495647,
					contents: '<a href="?c=&p=126463">旧西塩田小学校校舎(さくら国際高校)2013/11/22</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126461',
					name: '稲わら焼きの風景2013/10/04',
					lat: 36.38158248427838,
					lng: 138.20999258109435,
					contents: '<a href="?c=&p=126461">稲わら焼きの風景2013/10/04</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126304',
					name: '上田の文化財　前山寺',
					lat: 36.341194092888195,
					lng: 138.19762229919434,
					contents: '<a href="?c=&p=126304">上田の文化財　前山寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126277',
					name: '男池',
					lat: 36.3627003909682,
					lng: 138.20203505866712,
					contents: '<a href="?c=&p=126277">男池</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126191',
					name: '加古池',
					lat: 36.37358379664093,
					lng: 138.1940567334605,
					contents: '<a href="?c=&p=126191">加古池</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126189',
					name: '塩吹池',
					lat: 36.372267958740025,
					lng: 138.19020073541236,
					contents: '<a href="?c=&p=126189">塩吹池</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126187',
					name: '共有池(ともいけ)と上平池(うわだいらいけ)',
					lat: 36.36462795081728,
					lng: 138.18758010864258,
					contents: '<a href="?c=&p=126187">共有池(ともいけ)と上平池(うわだいらいけ)</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126169',
					name: '釈迦如来坐像',
					lat: 36.336630928544885,
					lng: 138.18577766418457,
					contents: '<a href="?c=&p=126169">釈迦如来坐像</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126168',
					name: '前山寺',
					lat: 36.341194092888195,
					lng: 138.19762229919434,
					contents: '<a href="?c=&p=126168">前山寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126167',
					name: '中禅寺木造金剛力士像',
					lat: 36.336630928544885,
					lng: 138.18577766418457,
					contents: '<a href="?c=&p=126167">中禅寺木造金剛力士像</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126158',
					name: '別所温泉を知れる別所温泉センター',
					lat: 36.35081864091984,
					lng: 138.15613389015198,
					contents: '<a href="?c=&p=126158">別所温泉を知れる別所温泉センター</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126046',
					name: '北向観音',
					lat: 36.349904846059765,
					lng: 138.15650939941406,
					contents: '<a href="?c=&p=126046">北向観音</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126045',
					name: '生島足島神社',
					lat: 36.36041175939048,
					lng: 138.21813583374023,
					contents: '<a href="?c=&p=126045">生島足島神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126018',
					name: '前山寺三重塔',
					lat: 36.34115952446635,
					lng: 138.19762229919434,
					contents: '<a href="?c=&p=126018">前山寺三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126017',
					name: '中禅寺薬師堂',
					lat: 36.336630928544885,
					lng: 138.18577766418457,
					contents: '<a href="?c=&p=126017">中禅寺薬師堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125983',
					name: '農林水産省 全国ため池百選 塩田平のため池群',
					lat: 36.36839106525387,
					lng: 138.22807463126185,
					contents: '<a href="?c=&p=125983">農林水産省 全国ため池百選 塩田平のため池群</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125982',
					name: '長池',
					lat: 36.38577829257619,
					lng: 138.22421314249647,
					contents: '<a href="?c=&p=125982">長池</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125951',
					name: '長野大学付近のため池(夫婦池)',
					lat: 36.36614214953883,
					lng: 138.22464015752013,
					contents: '<a href="?c=&p=125951">長野大学付近のため池(夫婦池)</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125456',
					name: '舌喰池（したくいいけ）',
					lat: 36.3470441,
					lng: 138.1773587,
					contents: '<a href="?c=&p=125456">舌喰池（したくいいけ）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125423',
					name: '塩田平の絶景スポット＝長野大学',
					lat: 36.36965944100355,
					lng: 138.2233613790592,
					contents: '<a href="?c=&p=125423">塩田平の絶景スポット＝長野大学</a>'
			 }, 
					  {
					id: '54621',
					name: '22世紀に残したい上田の風景：わらボッチと稲わら焼き',
					lat: 36.35417576594118,
					lng: 138.20624083891715,
					contents: '<a href="?c=&p=54621">22世紀に残したい上田の風景：わらボッチと稲わら焼き</a>'
			 }, 
					  {
					id: '54575',
					name: '上田電鉄とは？',
					lat: 36.362861152501836,
					lng: 138.2166713476181,
					contents: '<a href="?c=&p=54575">上田電鉄とは？</a>'
			 }, 
					  {
					id: '42512',
					name: '2023元日の上田',
					lat: 36.361637791381,
					lng: 138.21857542367042,
					contents: '<a href="?c=&p=42512">2023元日の上田</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11684',
					name: 'ため池で日向ぼっこ',
					lat: 36.346586578797485,
					lng: 138.17610025405884,
					contents: '<a href="?c=&p=11684">ため池で日向ぼっこ</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11568',
					name: '観光地としての塩田地域',
					lat: 36.343596445713494,
					lng: 138.19921345129814,
					contents: '<a href="?c=&p=11568">観光地としての塩田地域</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11566',
					name: '檻の俳句館',
					lat: 36.34269348341987,
					lng: 138.19873809814453,
					contents: '<a href="?c=&p=11566">檻の俳句館</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11559',
					name: '前山寺',
					lat: 36.34115952446635,
					lng: 138.19762229919434,
					contents: '<a href="?c=&p=11559">前山寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11557',
					name: '傷ついた画布のドーム',
					lat: 36.34544589176515,
					lng: 138.20002555847168,
					contents: '<a href="?c=&p=11557">傷ついた画布のドーム</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11554',
					name: '無言館',
					lat: 36.34544589176515,
					lng: 138.20002555847168,
					contents: '<a href="?c=&p=11554">無言館</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10386',
					name: '生島足島神社',
					lat: 36.36039447944741,
					lng: 138.21813583374023,
					contents: '<a href="?c=&p=10386">生島足島神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9378',
					name: '塩田平の麦秋',
					lat: 36.35153721382974,
					lng: 138.2192871035656,
					contents: '<a href="?c=&p=9378">塩田平の麦秋</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8925',
					name: '上田市塩田平 塩野神社',
					lat: 36.33728776412568,
					lng: 138.18766593933105,
					contents: '<a href="?c=&p=8925">上田市塩田平 塩野神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8919',
					name: '上田市別所温泉 将軍塚',
					lat: 36.35283162041658,
					lng: 138.16202147357225,
					contents: '<a href="?c=&p=8919">上田市別所温泉 将軍塚</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8897',
					name: '上田市塩田平 舌喰池',
					lat: 36.34707805843328,
					lng: 138.17727669411445,
					contents: '<a href="?c=&p=8897">上田市塩田平 舌喰池</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>


