<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php</b> on line <b>39</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>51</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>52</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>53</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>55</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_attribute" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>63</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>64</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>65</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>66</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>67</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tag" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>99</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "t" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>110</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "all" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>112</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "n" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>113</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "r" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>114</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "v" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>122</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "kanrino_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>138</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "title_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>139</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tourokudate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>140</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueibasyo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>141</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueidate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>142</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "seireki_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>143</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sikityo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>144</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "ookisa_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>145</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "syozousya_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>146</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sankoubunken_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>147</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tikucode_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>148</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sagyobi_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>149</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $key_reg in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function_searchtop.php</b> on line <b>57</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>258</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>260</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>287</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>297</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>303</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>309</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_account" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>585</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
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ここ上田市にも、地域に根付いた街のお風呂屋さん、銭湯が2軒あります。ですが最盛期には、なんと24軒もの銭湯がありました。昔は市街地ではお風呂のある家庭は一般的ではなく、農村部のお百姓さんの家、どこかの大富豪の社長さんの家など、限られた家庭にしかありませんでした。そこで、「浴場業（銭湯）」という一つの業種が確立されたんですね。今回は、そんな上田市の銭湯の分布を、2つの大正期の地図から探っていきましょう。
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飯山市のマンホールです。一本杖スキーの子ども２人を描いています。マンホールカードの解説によると、最初にこの地に伝わったスキーは一本杖スキーで大正初期まで盛んであったとのこと。子どもが被っている頭巾が「みのぼうし」で、これは昭和30年代まで利用されていたとのことです。

私の別記事「飯山のマンホール、一本杖スキー」もご参照ください。
http://d-commons.net/uedagaku/maekawa2?c=&p=8852</a></td><td class="date">2024-02-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127033">4</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/194/127033.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「軽井澤町道路元標」大正11年12月1日長野県告示第636号により、北佐久郡東長倉村の道路元標の位置が、大字長倉2,009番地先と定められた。

大正12年8月1日に東長倉村が町制を敷き、軽井澤町となったことにより、軽井澤町道路元標に作り替えられた。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/194/thumbnails/127033.jpg" alt="軽井澤町道路元標" title="軽井澤町道路元標" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127033">軽井澤町道路元標</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127033">大正11年12月1日長野県告示第636号により、北佐久郡東長倉村の道路元標の位置が、大字長倉2,009番地先と定められた。

大正12年8月1日に東長倉村が町制を敷き、軽井澤町となったことにより、軽井澤町道路元標に作り替えられた。</a></td><td class="date">2024-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127019">5</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/818/127019.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「」これは平均気温を折れ線グラフ化したものである。「西塩田時報」の数値の上下が気象庁のデータと比べて非常に大きい。これが正しいデータであるのかを検討するためには当時の気温に関するデータを他に参照しなければならないが、当時は手計算であったこと、気温の測定方法の明記がなく現在のように統一化された条件のもとで測定されたものである確証がないことからデータ自体が間違っている可能性が大いに考えられる。なお大正10年のデータは記録がないため「西塩田時報」の「,12」の数値はグラフに表示されていない。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="" title="" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127019"></a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127019">これは平均気温を折れ線グラフ化したものである。「西塩田時報」の数値の上下が気象庁のデータと比べて非常に大きい。これが正しいデータであるのかを検討するためには当時の気温に関するデータを他に参照しなければならないが、当時は手計算であったこと、気温の測定方法の明記がなく現在のように統一化された条件のもとで測定されたものである確証がないことからデータ自体が間違っている可能性が大いに考えられる。なお大正10年のデータは記録がないため「西塩田時報」の「,12」の数値はグラフに表示されていない。</a></td><td class="date">2024-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127017">6</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/818/127017.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「」２つの資料のデータを比較するために折れ線グラフをつくる。まずは「西塩田時報」のデータを折れ線グラフにしていく。大正13年から昭和6年のデータを見ると、気温が℃の単位以外で表示されていることがわかる。気温や温度を表す単位として他に℉があることから、これらのデータは℉での表示であると判断し上記の式を用いて℃での表示に直す。なお数値は小数点以下第2位を四捨五入して、第1位まで求める。また昭和3年4月の平均・最低気温に書かれている「仝」という漢字の意味が分からなかったため調べたところ「同」の古字であると説明されていたため、最高気温の数値の前に書かれている「室内(資料のタイトルなどが横書きの場合右から書いてあったことを踏まえ当時は横書きの文字は右から読むことがわかった。この資料では現代の表記に"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="" title="" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127017"></a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127017">２つの資料のデータを比較するために折れ線グラフをつくる。まずは「西塩田時報」のデータを折れ線グラフにしていく。大正13年から昭和6年のデータを見ると、気温が℃の単位以外で表示されていることがわかる。気温や温度を表す単位として他に℉があることから、これらのデータは℉での表示であると判断し上記の式を用いて℃での表示に直す。なお数値は小数点以下第2位を四捨五入して、第1位まで求める。また昭和3年4月の平均・最低気温に書かれている「仝」という漢字の意味が分からなかったため調べたところ「同」の古字であると説明されていたため、最高気温の数値の前に書かれている「室内(資料のタイトルなどが横書きの場合右から書いてあったことを踏まえ当時は横書きの文字は右から読むことがわかった。この資料では現代の表記に</a></td><td class="date">2024-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127014">7</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/818/127014.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「」「西塩田時報」の「長野縣小縣郡西鹽田村一覧」という各種データを取り扱うページから「氣候」という項目をまとめた。大正13年(1924)4月～昭和24年(1949)12月の期間で14年分のデータを見つけることができた。それぞれ「氣温」「結霜」「積雪」という項目があり、さらに「氣温」は「最高」「平均」「最低」に、「結霜」「積雪」は「初月日」「終月日」の項目に分かれる。今回は「氣温」のデータを活用する。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="" title="" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127014"></a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127014">「西塩田時報」の「長野縣小縣郡西鹽田村一覧」という各種データを取り扱うページから「氣候」という項目をまとめた。大正13年(1924)4月～昭和24年(1949)12月の期間で14年分のデータを見つけることができた。それぞれ「氣温」「結霜」「積雪」という項目があり、さらに「氣温」は「最高」「平均」「最低」に、「結霜」「積雪」は「初月日」「終月日」の項目に分かれる。今回は「氣温」のデータを活用する。</a></td><td class="date">2024-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126978">8</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/794/126978.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長野県上田市にある別所線の終点である別所温泉駅」別所線は大正から昭和にかけて開業した蚕都（サント）上田を支えた5つの私電鉄のうち、唯一現役なのである。また、上田から別所温泉に至る路線は大正10年（1921年）に開通した。また、中塩田駅や別所温泉駅など、駅舎に近代の趣を残す建物が多いのも特徴である。また、別所温泉駅は別所温泉街の玄関口として、別所温泉の発展に大きく貢献してきたと言える。また、別所温泉駅も信濃国分寺・生島足島神社・泥宮も結ぶレイラインの一部である。そして、別所温泉駅は、別所温泉街への玄関として長年、別所温泉の歴史や文化を伝える拠点として重要な役割を担っているとされている。そして別所温泉駅もまた竜と生きる町、上田としての文化的な背景を示す象徴的な存在と言える。
実際に訪れてみて、昭和のレトロ感があり、駅としてだけでなく、"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="長野県上田市にある別所線の終点である別所温泉駅" title="長野県上田市にある別所線の終点である別所温泉駅" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126978">長野県上田市にある別所線の終点である別所温泉駅</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126978">別所線は大正から昭和にかけて開業した蚕都（サント）上田を支えた5つの私電鉄のうち、唯一現役なのである。また、上田から別所温泉に至る路線は大正10年（1921年）に開通した。また、中塩田駅や別所温泉駅など、駅舎に近代の趣を残す建物が多いのも特徴である。また、別所温泉駅は別所温泉街の玄関口として、別所温泉の発展に大きく貢献してきたと言える。また、別所温泉駅も信濃国分寺・生島足島神社・泥宮も結ぶレイラインの一部である。そして、別所温泉駅は、別所温泉街への玄関として長年、別所温泉の歴史や文化を伝える拠点として重要な役割を担っているとされている。そして別所温泉駅もまた竜と生きる町、上田としての文化的な背景を示す象徴的な存在と言える。
実際に訪れてみて、昭和のレトロ感があり、駅としてだけでなく、</a></td><td class="date">2024-02-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126930">9</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=126891">10</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/707/126891.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西丸子線」下之郷と西丸子を走る電車で全長8，6キロメートルの間に11の駅があった。大正15年に開通した。マッチ箱電車の愛称で人々に親しまれた。昭和36年の豪雨により、線路が破損し38年に廃止になった。写真は下之郷駅の跡である。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="西丸子線" title="西丸子線" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126891">西丸子線</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126891">下之郷と西丸子を走る電車で全長8，6キロメートルの間に11の駅があった。大正15年に開通した。マッチ箱電車の愛称で人々に親しまれた。昭和36年の豪雨により、線路が破損し38年に廃止になった。写真は下之郷駅の跡である。</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126883">11</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/710/126883.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「猫山観音堂」猫山観音像は、「猫山」というちょっとした小山の中腹でにある。養蚕が盛んであった頃は、鼠除けの霊験があるとして、村人から厚い信仰が寄せられていた。江戸・明治・大正と、この地方の主要産業の「お蚕様」を守ったとされている。 この場所は、「猫山」というちょっとした小山の中腹です"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="猫山観音堂" title="猫山観音堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126883">猫山観音堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126883">猫山観音像は、「猫山」というちょっとした小山の中腹でにある。養蚕が盛んであった頃は、鼠除けの霊験があるとして、村人から厚い信仰が寄せられていた。江戸・明治・大正と、この地方の主要産業の「お蚕様」を守ったとされている。 この場所は、「猫山」というちょっとした小山の中腹です</a></td><td class="date">2024-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126815">12</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/712/126815.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「神畑」1921年（大正10年）6月17日に上田温泉電軌により、川西線の駅として開業した。
地名の由来は下之郷生島足島神社近く、同社の神服部が神畑と訛ったものといわれる。
開業時から無人駅である。
民家やアパートなどが立ち並ぶところに位置している。当駅は周辺に住む多くの学生が利用している印象がある。学生たちにとってはとても利便性の高い駅なのではないかと感じた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="神畑" title="神畑" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126815">神畑</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126815">1921年（大正10年）6月17日に上田温泉電軌により、川西線の駅として開業した。
地名の由来は下之郷生島足島神社近く、同社の神服部が神畑と訛ったものといわれる。
開業時から無人駅である。
民家やアパートなどが立ち並ぶところに位置している。当駅は周辺に住む多くの学生が利用している印象がある。学生たちにとってはとても利便性の高い駅なのではないかと感じた。</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126814">13</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/712/126814.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「寺下」寺下駅の名前の由来は、その名の通り「寺の下」にあるからである。所在地の字名「寺下」は当駅は開業（大正10年6月）後に称されるようになったものである。
駅名の由来となった背後のお寺は、「超誓寺」といい、永禄11年建立。阿弥陀如来を本尊としている。
隣の神畑駅とともに神畑地区に所在する。
春になると、駅の周辺は桜でいっぱいになる。寺下駅の桜は枝垂桜。夜はライトアップもされていて非常にきれいな夜桜を楽しむことができる。別所線に乗っている際に車窓から見える桜もとても美しい。ぜひ春には寺下駅へ行ってみてほしい。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="寺下" title="寺下" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126814">寺下</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126814">寺下駅の名前の由来は、その名の通り「寺の下」にあるからである。所在地の字名「寺下」は当駅は開業（大正10年6月）後に称されるようになったものである。
駅名の由来となった背後のお寺は、「超誓寺」といい、永禄11年建立。阿弥陀如来を本尊としている。
隣の神畑駅とともに神畑地区に所在する。
春になると、駅の周辺は桜でいっぱいになる。寺下駅の桜は枝垂桜。夜はライトアップもされていて非常にきれいな夜桜を楽しむことができる。別所線に乗っている際に車窓から見える桜もとても美しい。ぜひ春には寺下駅へ行ってみてほしい。</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126801">14</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/751/126801.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場」常田館製糸場は1900年創業の製糸工場である。
笠原工業株式会社構内に常田館製糸場に関連する施設15棟が現存していて、そのうちの明治から大正時代にかけて建てられた7棟が平成24年に国の重要文化財に指定されている。

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

上田駅から歩いて15分くらいで行くことができる。
たくさんの歴史が感じられる製糸場に関連する施設があり、国の重要文化財がこんなに近くにあることに驚いた。</a></td><td class="date">2024-01-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126771">15</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=126708">16</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/834/126708.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦前と戦後の北海道新聞における文化の移り変わり」まず初めに何故北海道新聞で文化の移り変わりを調べたかったのかというと西塩田時報で様々な大正から昭和にかけての記事を閲覧していた際に自分の地元ではどのように変化していったのか素直に興味を持ったからだ。

そこで今回は現代の北海道新聞と昔の戦前の新聞を用いて文化をそれぞれ比較しようと思う。

比較する新聞の年は1942年と2020年だ。北海道新聞は1942年に創刊された。1942年といえば日本は第二次世界大戦中であり、アメリカと戦っていた時期であった。実際の記事を見てみるとそれが伺える。下方に「アメリカの焦燥」と書かれた項目がある。当時の日本がアメリカを牽制していたのが分かる。さらに、「戰」や「諸勅令」といった今となっては使われなくなった漢字や表現が使われている。ここからも北海道での戦時中の緊張感が伝"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="戦前と戦後の北海道新聞における文化の移り変わり" title="戦前と戦後の北海道新聞における文化の移り変わり" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126708">戦前と戦後の北海道新聞における文化の移り変わり</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126708">まず初めに何故北海道新聞で文化の移り変わりを調べたかったのかというと西塩田時報で様々な大正から昭和にかけての記事を閲覧していた際に自分の地元ではどのように変化していったのか素直に興味を持ったからだ。

そこで今回は現代の北海道新聞と昔の戦前の新聞を用いて文化をそれぞれ比較しようと思う。

比較する新聞の年は1942年と2020年だ。北海道新聞は1942年に創刊された。1942年といえば日本は第二次世界大戦中であり、アメリカと戦っていた時期であった。実際の記事を見てみるとそれが伺える。下方に「アメリカの焦燥」と書かれた項目がある。当時の日本がアメリカを牽制していたのが分かる。さらに、「戰」や「諸勅令」といった今となっては使われなくなった漢字や表現が使われている。ここからも北海道での戦時中の緊張感が伝</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126652">17</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/820/126652.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「富士山の恐ろしさ」私は静岡県出身で富士山を見て生活していた。富士山は昔から富岳百景などで有名である。世界中からも人気で外国人観光客が多く来て、世界遺産にもなった。しかし、災害が多い今そこで私は富士山の恐ろしい面を調べることにした。恐ろしい面を知り、今後どのように富士山と関わっていくかを考えた。


参考資料

葛飾北斎 画『富岳百景 3編』二,永楽屋東四郎[ほか],天保5-6 [1834-1835] 序. 国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/8942998

富士市「フリー写真素材集」
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/page/gazou/fmervo000001dsro.html
山梨県 編『富士山の自然界』,山梨県,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/983213 
富士市　富士山の噴火史について
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/safety/c0107/fmervo000000oxtb.html"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="富士山の恐ろしさ" title="富士山の恐ろしさ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126652">富士山の恐ろしさ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126652">私は静岡県出身で富士山を見て生活していた。富士山は昔から富岳百景などで有名である。世界中からも人気で外国人観光客が多く来て、世界遺産にもなった。しかし、災害が多い今そこで私は富士山の恐ろしい面を調べることにした。恐ろしい面を知り、今後どのように富士山と関わっていくかを考えた。


参考資料

葛飾北斎 画『富岳百景 3編』二,永楽屋東四郎[ほか],天保5-6 [1834-1835] 序. 国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/8942998

富士市「フリー写真素材集」
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/page/gazou/fmervo000001dsro.html
山梨県 編『富士山の自然界』,山梨県,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/983213 
富士市　富士山の噴火史について
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/safety/c0107/fmervo000000oxtb.html</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126625">18</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/532/126625.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学校水泳における変化」現在と以前の学校環境、特に水泳に変化があるかを調査する。
西塩田時報にある水泳についての記載で、海に囲まれた国である日本の国民として泳げないのは恥ずかしいとある。ストレートな言い方であるが、日本国民には水泳は必須であることを表現している。ここから水泳が生命に関する重要な運動であることは現在と同じ認識だと思う。
また当時の夏休みの水泳は午前と午後の部に分かれており、なるべく短い時間で寒いと感じたらすぐに泳ぐのをやめることが書かれている。水泳の時間を一時間を制限して管理するのではなく、自己管理を促しているのではないかと思う。自己管理の面では、他にも空腹時に水泳を行わないことや頭まで水につけること等の子供達自身が意識して行うことが記載されている。
以上の記事から、学校水泳は過去でも"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="学校水泳における変化" title="学校水泳における変化" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126625">学校水泳における変化</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126625">現在と以前の学校環境、特に水泳に変化があるかを調査する。
西塩田時報にある水泳についての記載で、海に囲まれた国である日本の国民として泳げないのは恥ずかしいとある。ストレートな言い方であるが、日本国民には水泳は必須であることを表現している。ここから水泳が生命に関する重要な運動であることは現在と同じ認識だと思う。
また当時の夏休みの水泳は午前と午後の部に分かれており、なるべく短い時間で寒いと感じたらすぐに泳ぐのをやめることが書かれている。水泳の時間を一時間を制限して管理するのではなく、自己管理を促しているのではないかと思う。自己管理の面では、他にも空腹時に水泳を行わないことや頭まで水につけること等の子供達自身が意識して行うことが記載されている。
以上の記事から、学校水泳は過去でも</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126459">19</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/817/126459.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「保明水」　保命水と呼ばれるこの井戸は1881（明治14）年に海禅寺の湧き水を地下の木簡で柳町に引いたものである。当時の生活用水、非常用水として利用された。
　1922（大正12）年には上田市に上水道が開設されたが、市内には良質な飲料水が少なかったため、町民の負担で修理改修を行い管理されてきた。
　それから約30年後の1949（昭和24）年、上田市で全域で断水してしまう事故があった。その際には前肢の水源として活躍した。
　現在は生活用水としては利用されず、井戸のみが形として残っている。
　信州の水50選にも選ばれるほど水質がきれいで、運が良ければカニがみられるかもしれない。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="保明水" title="保明水" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126459">保明水</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126459">　保命水と呼ばれるこの井戸は1881（明治14）年に海禅寺の湧き水を地下の木簡で柳町に引いたものである。当時の生活用水、非常用水として利用された。
　1922（大正12）年には上田市に上水道が開設されたが、市内には良質な飲料水が少なかったため、町民の負担で修理改修を行い管理されてきた。
　それから約30年後の1949（昭和24）年、上田市で全域で断水してしまう事故があった。その際には前肢の水源として活躍した。
　現在は生活用水としては利用されず、井戸のみが形として残っている。
　信州の水50選にも選ばれるほど水質がきれいで、運が良ければカニがみられるかもしれない。</a></td><td class="date">2023-12-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126408">20</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/830/126408.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「火の元注意」当時の人々にとって火という存在は生活に必要不可欠なもので、うまく利用していました。しかし家などは木で造られ、燃えやすい環境で暮らしていたの事実です。もちろん火事も起こっていたでしょう。この記事はそんなことに警鐘を鳴らしている記事です。

また個人的には四月が一番火事が多いということがなぜなのか気になりました。

現在とさほど火事の原因に差はないことも分かりました。

当時の人々は火事をどうやって消火していたか気になります。

▼この記事は以下から参照できます。
#1260 『西塩田公報』第4号(大正25年12月1日)166頁"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="火の元注意" title="火の元注意" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126408">火の元注意</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126408">当時の人々にとって火という存在は生活に必要不可欠なもので、うまく利用していました。しかし家などは木で造られ、燃えやすい環境で暮らしていたの事実です。もちろん火事も起こっていたでしょう。この記事はそんなことに警鐘を鳴らしている記事です。

また個人的には四月が一番火事が多いということがなぜなのか気になりました。

現在とさほど火事の原因に差はないことも分かりました。

当時の人々は火事をどうやって消火していたか気になります。

▼この記事は以下から参照できます。
#1260 『西塩田公報』第4号(大正25年12月1日)166頁</a></td><td class="date">2023-12-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126396">21</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/605/126396.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旅立ちし朝『西塩田時報』第11号(大正13年11月1日)4頁」文芸のコーナーに掲載された小説。
小説を読むのが苦手な人でも短いため読みやすい。しかし現代の文字とは違うためすらすらとは読めないだろう。しかし内容は頭にスッと入ってくるものになっている。
小説が苦手な人やこれから源氏物語などの古典を読んでみたいと思う人への最初の一歩としてちょうど良いのではないだろうか。

▼この記事は以下から参照出来ます
『西塩田時報』第11号(大正13年11月1日)4頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0056.jpg"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="旅立ちし朝『西塩田時報』第11号(大正13年11月1日)4頁" title="旅立ちし朝『西塩田時報』第11号(大正13年11月1日)4頁" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126396">旅立ちし朝『西塩田時報』第11号(大正13年11月1日)4頁</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126396">文芸のコーナーに掲載された小説。
小説を読むのが苦手な人でも短いため読みやすい。しかし現代の文字とは違うためすらすらとは読めないだろう。しかし内容は頭にスッと入ってくるものになっている。
小説が苦手な人やこれから源氏物語などの古典を読んでみたいと思う人への最初の一歩としてちょうど良いのではないだろうか。

▼この記事は以下から参照出来ます
『西塩田時報』第11号(大正13年11月1日)4頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0056.jpg</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126393">22</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/605/126393.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「春蚕の結果について(西塩田時報第2号大正12年9月1日2頁)」大正12年の春蚕について記述されている。
上田が蚕都と呼ばれるのは当時から考えることを辞めなかったからなのだということが分かる。ただ春蚕の技術が上がったから成功したと考えず他の要因についても考えていることは他のことにも言えるだろう。成功してもなぜ成功したのかを考察することが全体のレベルアップの秘訣なのだと知らされる。

▼この記事は以下から参照できます
＃『西塩田時報』第2号大正(12年9月1日)2頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0006.jpg"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="春蚕の結果について(西塩田時報第2号大正12年9月1日2頁)" title="春蚕の結果について(西塩田時報第2号大正12年9月1日2頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126393">春蚕の結果について(西塩田時報第2号大正12年9月1日2頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126393">大正12年の春蚕について記述されている。
上田が蚕都と呼ばれるのは当時から考えることを辞めなかったからなのだということが分かる。ただ春蚕の技術が上がったから成功したと考えず他の要因についても考えていることは他のことにも言えるだろう。成功してもなぜ成功したのかを考察することが全体のレベルアップの秘訣なのだと知らされる。

▼この記事は以下から参照できます
＃『西塩田時報』第2号大正(12年9月1日)2頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0006.jpg</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126388">23</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/532/126388.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「嫁さんが自働車で横付(『西塩田時報』第四号(大正十三年四月一日)一ページ)」工事が完了したことを知らせる記事であると考える。

タイトルが「嫁さんが自働車で横付」であるため、横付が原因で事故や苦情があったのかと思った。しかし、記事の内容をよく読んでみると工事が完了したため通りやすくなったと書かれていると思う。

・参照資料
『西塩田時報』第四号(大正十三年四月一日)一ページ
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns02_001to020.pdf"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="嫁さんが自働車で横付(『西塩田時報』第四号(大正十三年四月一日)一ページ)" title="嫁さんが自働車で横付(『西塩田時報』第四号(大正十三年四月一日)一ページ)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126388">嫁さんが自働車で横付(『西塩田時報』第四号(大正十三年四月一日)一ページ)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126388">工事が完了したことを知らせる記事であると考える。

タイトルが「嫁さんが自働車で横付」であるため、横付が原因で事故や苦情があったのかと思った。しかし、記事の内容をよく読んでみると工事が完了したため通りやすくなったと書かれていると思う。

・参照資料
『西塩田時報』第四号(大正十三年四月一日)一ページ
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns02_001to020.pdf</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126387">24</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/532/126387.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「禁酒(『西塩田時報』第一号(大正十二年七月一日)四ページ)」お酒を飲む人は意気地がなく、飲まなければ元気もなく、だらしがない等お酒を飲むことに対するデメリットや人格について書かれている。それらを提示し禁酒を勧める記事となっている。

科学や医学的な根拠を基に禁酒を勧めるのではなく、第三者から酒飲みの人をみて感じるだらしなさやどうすることもできない呆れ等を根拠に禁酒を勧めている部分が面白いと感じた。

・参照資料
『西塩田時報』第一号(対象十二年七月一日)四ページ
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns02_001to020.pdf"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="禁酒(『西塩田時報』第一号(大正十二年七月一日)四ページ)" title="禁酒(『西塩田時報』第一号(大正十二年七月一日)四ページ)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126387">禁酒(『西塩田時報』第一号(大正十二年七月一日)四ページ)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126387">お酒を飲む人は意気地がなく、飲まなければ元気もなく、だらしがない等お酒を飲むことに対するデメリットや人格について書かれている。それらを提示し禁酒を勧める記事となっている。

科学や医学的な根拠を基に禁酒を勧めるのではなく、第三者から酒飲みの人をみて感じるだらしなさやどうすることもできない呆れ等を根拠に禁酒を勧めている部分が面白いと感じた。

・参照資料
『西塩田時報』第一号(対象十二年七月一日)四ページ
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns02_001to020.pdf</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126368">25</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/832/126368.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西塩田時報　面白いと感じた記事　２」情報通信文化論　西塩田時報切り抜き２
この記事も自身がもう一つ選んだ記事と同じく、過去の日本の変化がみられる記事の一つで、第二次世界大戦が終わった日本が封建的思想から次第に目覚めていき、デモクラシー的な自由な世界となろうとしてる、といった記事であり、終戦後から大正デモクラシーにつながっていくであろう過程が分かるような記事になっており、これもまた自身が学んだ歴史を振り返っているようで面白いと感じました。西塩田時報vol.２　7ページ左上農村青年より"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="西塩田時報　面白いと感じた記事　２" title="西塩田時報　面白いと感じた記事　２" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126368">西塩田時報　面白いと感じた記事　２</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126368">情報通信文化論　西塩田時報切り抜き２
この記事も自身がもう一つ選んだ記事と同じく、過去の日本の変化がみられる記事の一つで、第二次世界大戦が終わった日本が封建的思想から次第に目覚めていき、デモクラシー的な自由な世界となろうとしてる、といった記事であり、終戦後から大正デモクラシーにつながっていくであろう過程が分かるような記事になっており、これもまた自身が学んだ歴史を振り返っているようで面白いと感じました。西塩田時報vol.２　7ページ左上農村青年より</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126354">26</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/827/126354.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「禁酒の話（『西塩田時報』第1号（大正１２年７月１日））」酒についてのリスクが多く書かれていて禁酒を勧めている記事です。著者がどれだけお酒に痛い目にあったのかと思うほど、お酒について悪く書かれていて、ニュースなどではない、著者の思いが書かれていて面白いと思いました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="禁酒の話（『西塩田時報』第1号（大正１２年７月１日））" title="禁酒の話（『西塩田時報』第1号（大正１２年７月１日））" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126354">禁酒の話（『西塩田時報』第1号（大正１２年７月１日））</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126354">酒についてのリスクが多く書かれていて禁酒を勧めている記事です。著者がどれだけお酒に痛い目にあったのかと思うほど、お酒について悪く書かれていて、ニュースなどではない、著者の思いが書かれていて面白いと思いました。</a></td><td class="date">2023-12-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126338">27</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/820/126338.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「税金について 『西塩田時報』第5号(1924年5月1日)2頁」大正13年度の税額が決まったようで、その中で家畜税として犬一頭飼うごとに税金が課せられていた。他にも金庫税や倉庫税などがあり面白いと思いました。

▼この記事は以下から参照できます。
#26 『西塩田時報』第5号(1924年5月1日)2頁"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="税金について 『西塩田時報』第5号(1924年5月1日)2頁" title="税金について 『西塩田時報』第5号(1924年5月1日)2頁" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126338">税金について 『西塩田時報』第5号(1924年5月1日)2頁</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126338">大正13年度の税額が決まったようで、その中で家畜税として犬一頭飼うごとに税金が課せられていた。他にも金庫税や倉庫税などがあり面白いと思いました。

▼この記事は以下から参照できます。
#26 『西塩田時報』第5号(1924年5月1日)2頁</a></td><td class="date">2023-12-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126311">28</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/679/126311.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「酒は薬か（西塩田時報　第28号大正15年3月1日）」お酒を適量に飲むことは、体の薬であると世の中の多くの人が信じていますが、統計による調査を見ると、少しも酒を飲まない人の平均生存年より、四年程度短い命であったことがこの記事には、記載されています。そして、お酒は、飲んだその人の体に害を及ぼすだけでなく、子孫の体質にも影響を及ぼすことから、青年に対して、自身の健康問題だけでなく、日本民族の体質の向上という面からも禁酒することを促していました。

この記事の最後の日本民族の体質の向上の面から禁酒を促している点が、昔の日本の民族意識のようなものが感じられて面白かったです。

▼この記事は以下から参照できます。
『西塩田時報』第28号（大正15年3月1日）
<a href =https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns03_021to040.pdf>https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns03_021to040.p"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="酒は薬か（西塩田時報　第28号大正15年3月1日）" title="酒は薬か（西塩田時報　第28号大正15年3月1日）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126311">酒は薬か（西塩田時報　第28号大正15年3月1日）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126311">お酒を適量に飲むことは、体の薬であると世の中の多くの人が信じていますが、統計による調査を見ると、少しも酒を飲まない人の平均生存年より、四年程度短い命であったことがこの記事には、記載されています。そして、お酒は、飲んだその人の体に害を及ぼすだけでなく、子孫の体質にも影響を及ぼすことから、青年に対して、自身の健康問題だけでなく、日本民族の体質の向上という面からも禁酒することを促していました。

この記事の最後の日本民族の体質の向上の面から禁酒を促している点が、昔の日本の民族意識のようなものが感じられて面白かったです。

▼この記事は以下から参照できます。
『西塩田時報』第28号（大正15年3月1日）
<a href =https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns03_021to040.pdf>https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns03_021to040.p</a></td><td class="date">2023-12-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126280">29</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/688/126280.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【上田市の銭湯】②宮桜の湯」突然ですが、皆さんは銭湯に行ったことはありますか？

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

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

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

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

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

宮桜の湯さんは、イオンスタイル上田や信州大学繊維学部の近くにあります。イオンの前の「信大繊維学部入口」交差点から信大正門の方へ進み、道なりに行けば右手に看板が見えてきます。玄関の「わ」の看板と薪のいい香りは営業中の証。ちなみに夏と冬で暖簾が違うんです。水色地に花火の絵柄が牛乳石鹸制作の2005年夏バージョンの暖簾、紺地に図形が描</a></td><td class="date">2023-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126157">30</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/732/126157.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「倉澤家蚕室」今回は別所温泉にある倉澤家蚕室に訪れた。中心温泉街のつきあたりに位置する。

蚕種製造家、倉澤運平によって大正5年に建てられ、蚕の飼育や桑の保存に利用されてきた建物である。
温泉街の風景の中で、ここが蚕糸業で栄えた「シルクの里」でもあったことを伝える象徴的存在である。

石積み擁壁の上に建つ二階建ての立派な蚕室で、かつての倉澤家の財力がうかがえた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="倉澤家蚕室" title="倉澤家蚕室" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126157">倉澤家蚕室</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126157">今回は別所温泉にある倉澤家蚕室に訪れた。中心温泉街のつきあたりに位置する。

蚕種製造家、倉澤運平によって大正5年に建てられ、蚕の飼育や桑の保存に利用されてきた建物である。
温泉街の風景の中で、ここが蚕糸業で栄えた「シルクの里」でもあったことを伝える象徴的存在である。

石積み擁壁の上に建つ二階建ての立派な蚕室で、かつての倉澤家の財力がうかがえた。</a></td><td class="date">2023-11-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125977">31</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/740/125977.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所温泉駅」上田電鉄別所線の別所温泉側の終点に当たる別所温泉駅は大正10年に「別所駅」として作られた長い歴史を持つ駅。大正13年に「信濃別所駅」と改称され、現在の駅名になったのは昭和5年だそうです。
西洋風のレトロな見た目ですが、不思議と和風建築が並ぶ別所温泉に調和してるように感じました。
長い歴史を持つため、時間をかけて地域文化の中に溶け込んでいったのでしょう。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所温泉駅" title="別所温泉駅" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125977">別所温泉駅</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125977">上田電鉄別所線の別所温泉側の終点に当たる別所温泉駅は大正10年に「別所駅」として作られた長い歴史を持つ駅。大正13年に「信濃別所駅」と改称され、現在の駅名になったのは昭和5年だそうです。
西洋風のレトロな見た目ですが、不思議と和風建築が並ぶ別所温泉に調和してるように感じました。
長い歴史を持つため、時間をかけて地域文化の中に溶け込んでいったのでしょう。</a></td><td class="date">2023-11-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125469">32</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/125469.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「藤本蚕業/史料を見合おう会10/22」10/22(日)午後、藤本蚕業歴史館で「藤本蚕業/史料を見合おう会1stトライアル」を実施しました。ハイブリッドで文書館に気軽にアクセスできるようになり、場所を問わず、閲覧したりみんなで見合えたりしたらぐっと利便性が高まります。史料の利用可能性が広がります。

「史料を見合おう会」は、そのようなアクセスの壁をなくし、むしろ遠隔地からでも資料館に居るかのように閲覧を共有体験できたら、資料館の物理的制約を超え、みんなで楽しく史料が見合えたらいいよね、というリクエストに応えるものです。Webカメラ、マイク、Zoomがあれば場所を問わずどこからでも実施できます。

1stトライアルではどんな感じでできるのかをトライしました。前半(Part1)の様子を録画したのでご覧ください。
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/4bPzNuEnzIg?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

最初の約25分はイベントの"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125469.jpg" alt="藤本蚕業/史料を見合おう会10/22" title="藤本蚕業/史料を見合おう会10/22" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125469">藤本蚕業/史料を見合おう会10/22</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125469">10/22(日)午後、藤本蚕業歴史館で「藤本蚕業/史料を見合おう会1stトライアル」を実施しました。ハイブリッドで文書館に気軽にアクセスできるようになり、場所を問わず、閲覧したりみんなで見合えたりしたらぐっと利便性が高まります。史料の利用可能性が広がります。

「史料を見合おう会」は、そのようなアクセスの壁をなくし、むしろ遠隔地からでも資料館に居るかのように閲覧を共有体験できたら、資料館の物理的制約を超え、みんなで楽しく史料が見合えたらいいよね、というリクエストに応えるものです。Webカメラ、マイク、Zoomがあれば場所を問わずどこからでも実施できます。

1stトライアルではどんな感じでできるのかをトライしました。前半(Part1)の様子を録画したのでご覧ください。
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/4bPzNuEnzIg?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

最初の約25分はイベントの</a></td><td class="date">2023-10-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55372">33</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/055372.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「現役の蚕種製造企業：上田蚕種株式会社」<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/p0d9R2H9-lM?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
上田蚕種は1918年(大正7年)に創業後、世界恐慌、太平洋戦争などの激動の時代を経て日本の蚕種製造を支えてきました。現在も蚕種製造業を営んでいる数少ない企業の一つです。
2023/06/15記録。

現役の蚕種製造企業は上田蚕種(上田市)、高原社(松本市)、冨田蚕種(福島県伊達市)の３社のみです。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/055372.jpg" alt="現役の蚕種製造企業：上田蚕種株式会社" title="現役の蚕種製造企業：上田蚕種株式会社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55372">現役の蚕種製造企業：上田蚕種株式会社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55372"><iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/p0d9R2H9-lM?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
上田蚕種は1918年(大正7年)に創業後、世界恐慌、太平洋戦争などの激動の時代を経て日本の蚕種製造を支えてきました。現在も蚕種製造業を営んでいる数少ない企業の一つです。
2023/06/15記録。

現役の蚕種製造企業は上田蚕種(上田市)、高原社(松本市)、冨田蚕種(福島県伊達市)の３社のみです。</a></td><td class="date">2023-06-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55288">34</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/055288.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「着物の雛形」明治の終わり頃から大正時代にかけて服装の主流は着物を主体とした和服でありました。この当時小学校を始め方々に裁縫教室が開かれており、大勢の女の子たちが学んでいました。
ここに展示してあるものは、信濃裁縫女学校（現長野女子高校）において、生徒たちが実物を作る前に雛形として作ったものです。
およそ80年くらい前の着物類の流行やファッションの一端が知れる格好な資料と言えます"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/055288.jpg" alt="着物の雛形" title="着物の雛形" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55288">着物の雛形</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55288">明治の終わり頃から大正時代にかけて服装の主流は着物を主体とした和服でありました。この当時小学校を始め方々に裁縫教室が開かれており、大勢の女の子たちが学んでいました。
ここに展示してあるものは、信濃裁縫女学校（現長野女子高校）において、生徒たちが実物を作る前に雛形として作ったものです。
およそ80年くらい前の着物類の流行やファッションの一端が知れる格好な資料と言えます</a></td><td class="date">2023-05-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55284">35</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/055284.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蒸し竈」木炭で炊く炊飯器。大正から昭和初期に一部の大きな料理屋等で使用された。現在も販売されている。
使い方は、木炭に着火して中に羽釜を入れる。炊き上がったら、上の穴に蓋（紛失）をして漏らす。美味しいご飯が食べるということで今でもお寿司屋さんやうなぎ屋さんで使っている店もあるという。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/055284.jpg" alt="蒸し竈" title="蒸し竈" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55284">蒸し竈</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55284">木炭で炊く炊飯器。大正から昭和初期に一部の大きな料理屋等で使用された。現在も販売されている。
使い方は、木炭に着火して中に羽釜を入れる。炊き上がったら、上の穴に蓋（紛失）をして漏らす。美味しいご飯が食べるということで今でもお寿司屋さんやうなぎ屋さんで使っている店もあるという。</a></td><td class="date">2023-05-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55283">36</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/055283.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「国宝～鑁阿寺～」鑁阿寺（ばんなじ）は、源姓足利氏二代目の足利義兼（あしかがよしかね）が、建久7年（1196年）に、邸内に持仏堂（じぶつどう）を建て、守り本尊として大日如来を祀ったのが始まり。
三代目の足利義氏（あしかがよしうじ）が堂塔伽藍を建立し、足利一門の氏寺とした。
 周囲に土塁と堀をめぐらした寺域はほぼ正方形で、約40,000平方メートルあり、鎌倉時代の武家屋敷の面影がある。
境内には国宝指定の本堂など貴重な建物が多く、大正11年には国の史跡に指定されている。
 春は桜、秋はいちょうの黄葉が素晴らしく、市民には『大日様』と呼ばれ親しまれている。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/055283.jpg" alt="国宝～鑁阿寺～" title="国宝～鑁阿寺～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55283">国宝～鑁阿寺～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55283">鑁阿寺（ばんなじ）は、源姓足利氏二代目の足利義兼（あしかがよしかね）が、建久7年（1196年）に、邸内に持仏堂（じぶつどう）を建て、守り本尊として大日如来を祀ったのが始まり。
三代目の足利義氏（あしかがよしうじ）が堂塔伽藍を建立し、足利一門の氏寺とした。
 周囲に土塁と堀をめぐらした寺域はほぼ正方形で、約40,000平方メートルあり、鎌倉時代の武家屋敷の面影がある。
境内には国宝指定の本堂など貴重な建物が多く、大正11年には国の史跡に指定されている。
 春は桜、秋はいちょうの黄葉が素晴らしく、市民には『大日様』と呼ばれ親しまれている。</a></td><td class="date">2023-05-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55267">37</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/420/055267.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「無量寿院の石碑たち」無量寿院は、阿弥陀仏（無量寿仏）に由来する寺院をさす。写真はその無量寿院のそばに建てられた数個の石碑。

一番左の石碑には日露戦後軍馬紀念碑とあるが、このほかにも馬力神や勝善神といった馬関連の石碑が深程には多くみられ、明治～大正の人々にとっての馬の重要性がうかがえた。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/420/thumbnails/055267.jpg" alt="無量寿院の石碑たち" title="無量寿院の石碑たち" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55267">無量寿院の石碑たち</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55267">無量寿院は、阿弥陀仏（無量寿仏）に由来する寺院をさす。写真はその無量寿院のそばに建てられた数個の石碑。

一番左の石碑には日露戦後軍馬紀念碑とあるが、このほかにも馬力神や勝善神といった馬関連の石碑が深程には多くみられ、明治～大正の人々にとっての馬の重要性がうかがえた。</a></td><td class="date">2023-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55265">38</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/420/055265.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「馬力神」母校の小学校の通学路にある石碑。

馬力神信仰は、栃木県を中心に江戸末期から昭和初期まで盛んだった風習である。
大部分は愛馬の供養のために造立されたものであり、栃木県内に274の馬力神の石碑が存在するという。

石碑には「大正十年七月三十日死亡」とあることから、その時代に建てられたものと考えられる。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/420/thumbnails/055265.jpg" alt="馬力神" title="馬力神" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55265">馬力神</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55265">母校の小学校の通学路にある石碑。

馬力神信仰は、栃木県を中心に江戸末期から昭和初期まで盛んだった風習である。
大部分は愛馬の供養のために造立されたものであり、栃木県内に274の馬力神の石碑が存在するという。

石碑には「大正十年七月三十日死亡」とあることから、その時代に建てられたものと考えられる。</a></td><td class="date">2023-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55213">39</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/394/055213.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「番外編：湯の橋」大正橋からさらに堤防を通って上流へ...と進むことはせず、少し回り道して戸倉の温泉街に。
以前の上田での調査の際、入り組んだ街並みには案外面白い発見があると学んだため、いざ温泉街へ。
そこで見つけたのが、この「湯の橋」。温泉に相応しい名前ですね。橋と言って良いのかと首を傾げるくらいにはこぢんまりとした橋でしたが、下を覗くと蔦まみれの建物に草の茂った用水路...とレトロさが味わえてなんとも気に入ってしまいました。
風景をより魅力的にする、というのも橋の利点なのかもしれません。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/394/thumbnails/055213.jpg" alt="番外編：湯の橋" title="番外編：湯の橋" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55213">番外編：湯の橋</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55213">大正橋からさらに堤防を通って上流へ...と進むことはせず、少し回り道して戸倉の温泉街に。
以前の上田での調査の際、入り組んだ街並みには案外面白い発見があると学んだため、いざ温泉街へ。
そこで見つけたのが、この「湯の橋」。温泉に相応しい名前ですね。橋と言って良いのかと首を傾げるくらいにはこぢんまりとした橋でしたが、下を覗くと蔦まみれの建物に草の茂った用水路...とレトロさが味わえてなんとも気に入ってしまいました。
風景をより魅力的にする、というのも橋の利点なのかもしれません。</a></td><td class="date">2023-05-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55212">40</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/394/055212.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「大正橋」千曲橋から人通りが減少してきたここまでですが、この大正橋まで来ると賑やかさが戻ってきました。
この大正橋、観光スポットとしても有名です。というのも、「恋しの湯伝説」という言い伝えがある、ロマン溢れるスポットだからです(石碑の写真参照)。橋に埋め込まれた赤い小石を探すのも楽しいかもしれません。
また、とてもデザイン性が良い橋で、橋の名前にもある「大正」のロマンをイメージし、ガス灯を模した橋灯が飾られています。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/394/thumbnails/055212.jpg" alt="大正橋" title="大正橋" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55212">大正橋</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55212">千曲橋から人通りが減少してきたここまでですが、この大正橋まで来ると賑やかさが戻ってきました。
この大正橋、観光スポットとしても有名です。というのも、「恋しの湯伝説」という言い伝えがある、ロマン溢れるスポットだからです(石碑の写真参照)。橋に埋め込まれた赤い小石を探すのも楽しいかもしれません。
また、とてもデザイン性が良い橋で、橋の名前にもある「大正」のロマンをイメージし、ガス灯を模した橋灯が飾られています。</a></td><td class="date">2023-05-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55188">41</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/419/055188.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田映劇」大正6年に建てられた上田劇場。「上田映画劇場」、「上田映劇」と名称が変わりながらも地元の人々に親しまれてきました。平成23年4月をもち定期上映が終了してしまいましたが、平成29年4月に創立100周年を記念した「上田映劇再起動準備会」を開催。約6年ぶりとなる定期上映を再開しました。平成30年上田映劇の保存および、地域の芸術文化活動の活性化に寄与することを目的に特定非営利活動法人 「上田映劇」が誕生し現在に至るそうです。
とても雰囲気のある外観で、一際異彩を放っていました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/419/thumbnails/055188.jpg" alt="上田映劇" title="上田映劇" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55188">上田映劇</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55188">大正6年に建てられた上田劇場。「上田映画劇場」、「上田映劇」と名称が変わりながらも地元の人々に親しまれてきました。平成23年4月をもち定期上映が終了してしまいましたが、平成29年4月に創立100周年を記念した「上田映劇再起動準備会」を開催。約6年ぶりとなる定期上映を再開しました。平成30年上田映劇の保存および、地域の芸術文化活動の活性化に寄与することを目的に特定非営利活動法人 「上田映劇」が誕生し現在に至るそうです。
とても雰囲気のある外観で、一際異彩を放っていました。</a></td><td class="date">2023-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54574">42</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「コピーヌクラブ演奏会　「小諸唱歌」「信濃の国」「糸(中島みゆき)」「ピチカート」」<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/HXvpjkbyK4k?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
【目次】
0:00　コピーヌクラブ紹介
2:16　「信濃の国」
5:29　「小諸唱歌」
8:01　「糸(中島みゆき)」
13:45 「ピチカート」

【動画説明】
2022/11/3に開かれた特定非営利法人　糸のまち・こもろプロジェクト主催「民間で始まる蚕糸業ものがたり」内で演奏されています。
<a href=https://d-commons.net/uedagaku/komoro1?c=&p=10114>「民間で始まる蚕糸業ものがたり」</a>


<a href=https://ctk12ch.wixsite.com/copineclub>「コピーヌクラブ」</a>

　コピーヌクラブは2009年に結成された女性3人演奏家グループで、東信地域を中心にホテル、イベント会場などで演奏活動を続けています。ピアニストの竹鼻恵子さん、フルート奏者の椎名真美子さん、バイオリニストの吉田枝理佳さんで構成されていて、動画では竹鼻さんと吉田さんが出演しています。

「信濃の"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="コピーヌクラブ演奏会　「小諸唱歌」「信濃の国」「糸(中島みゆき)」「ピチカート」" title="コピーヌクラブ演奏会　「小諸唱歌」「信濃の国」「糸(中島みゆき)」「ピチカート」" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54574">コピーヌクラブ演奏会　「小諸唱歌」「信濃の国」「糸(中島みゆき)」「ピチカート」</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54574"><iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/HXvpjkbyK4k?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
【目次】
0:00　コピーヌクラブ紹介
2:16　「信濃の国」
5:29　「小諸唱歌」
8:01　「糸(中島みゆき)」
13:45 「ピチカート」

【動画説明】
2022/11/3に開かれた特定非営利法人　糸のまち・こもろプロジェクト主催「民間で始まる蚕糸業ものがたり」内で演奏されています。
<a href=https://d-commons.net/uedagaku/komoro1?c=&p=10114>「民間で始まる蚕糸業ものがたり」</a>


<a href=https://ctk12ch.wixsite.com/copineclub>「コピーヌクラブ」</a>

　コピーヌクラブは2009年に結成された女性3人演奏家グループで、東信地域を中心にホテル、イベント会場などで演奏活動を続けています。ピアニストの竹鼻恵子さん、フルート奏者の椎名真美子さん、バイオリニストの吉田枝理佳さんで構成されていて、動画では竹鼻さんと吉田さんが出演しています。

「信濃の</a></td><td class="date">2023-02-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54529">43</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/639/054529.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「三吉米熊」三吉米熊は1860年、年長州長府藩士三吉慎蔵の長男として長門国（現在の山口県）豊浦郡長府村に生まれた。三吉米熊は自ら西ケ原蚕病試験場に行って研修するなど、積極的に技術・知識を習得し、その後、本格的に蚕糸業の指導にあたるようになり、県下各地の伝習所・講習所で講師を務めた。また、明治２２年から２４年まで２年間にわたり、フランスなどで視察・研修を行った。当時、蚕業教育の必要性を感じていた小県郡長中島精一は蚕業学校設立を提唱していたが、明治２５年３月の小県郡会で設立案が可決され、小県郡立蚕業学校（現・長野県上田東高等学校）が明治２５年５月に開校しました。外遊から帰国したばかりの三吉は、この蚕業学校に迎えられ、初代校長に就任した。

大正１４年に蚕糸教育の功績によって勲三等瑞宝章が授与され"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="三吉米熊" title="三吉米熊" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54529">三吉米熊</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54529">三吉米熊は1860年、年長州長府藩士三吉慎蔵の長男として長門国（現在の山口県）豊浦郡長府村に生まれた。三吉米熊は自ら西ケ原蚕病試験場に行って研修するなど、積極的に技術・知識を習得し、その後、本格的に蚕糸業の指導にあたるようになり、県下各地の伝習所・講習所で講師を務めた。また、明治２２年から２４年まで２年間にわたり、フランスなどで視察・研修を行った。当時、蚕業教育の必要性を感じていた小県郡長中島精一は蚕業学校設立を提唱していたが、明治２５年３月の小県郡会で設立案が可決され、小県郡立蚕業学校（現・長野県上田東高等学校）が明治２５年５月に開校しました。外遊から帰国したばかりの三吉は、この蚕業学校に迎えられ、初代校長に就任した。

大正１４年に蚕糸教育の功績によって勲三等瑞宝章が授与され</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54491">44</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/642/054491.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「太田水穂」太田水穂

歌人。
広丘村（現塩尻市広丘原新田）生まれ。
本名貞一。

長野師範に進学、島崎藤村に傾倒する。島木赤彦（久保田俊彦）とは同級生であった。

卒業後、革新和歌団体「この花会」を和田の地に結成し、松本平を支配する保守的桂園歌人に対抗して信州文壇に大きな刺激を投じた。この時、窪田空穂と親交をもつ。
明治41年上京、大正四年歌誌「潮音(ちょうおん)」を創刊し、歌人、研究者の道を歩む。象徴的観想の作風。「短歌のふるさと塩尻」の中心人物の一人。

引用：長野県塩尻市公式ホームページ(https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/64/3840.html)"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="太田水穂" title="太田水穂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54491">太田水穂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54491">太田水穂

歌人。
広丘村（現塩尻市広丘原新田）生まれ。
本名貞一。

長野師範に進学、島崎藤村に傾倒する。島木赤彦（久保田俊彦）とは同級生であった。

卒業後、革新和歌団体「この花会」を和田の地に結成し、松本平を支配する保守的桂園歌人に対抗して信州文壇に大きな刺激を投じた。この時、窪田空穂と親交をもつ。
明治41年上京、大正四年歌誌「潮音(ちょうおん)」を創刊し、歌人、研究者の道を歩む。象徴的観想の作風。「短歌のふるさと塩尻」の中心人物の一人。

引用：長野県塩尻市公式ホームページ(https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/64/3840.html)</a></td><td class="date">2023-02-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54448">45</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/664/054448.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「篠ノ井町報」大正13年9月10日"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="篠ノ井町報" title="篠ノ井町報" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54448">篠ノ井町報</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54448">大正13年9月10日</a></td><td class="date">2023-02-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54432">46</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/164/054432.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「「藤本蚕業アーカイブ構築」を振り返って」　私はこの一年間地域資料のデジタルアーカイブ活動を行い、活用機会が無い地域資料の撮影とネット上の公開をしました。その中で藤本蚕業アーカイブについて紹介します。
　藤本蚕業アーカイブは藤本蚕業歴史館史料をネット上に公開するアーカイブであり、かつて蚕の卵である蚕種の日本最大製造地であった上塩尻の中心であった佐藤家(藤本蚕業)所蔵の史料を扱っています。歴史館では蚕種にとどまらず歴史、文化、地理に関わる文書・書籍も多く有しており、アーカイブでも見ることが出来ます。私は当アーカイブにおいて主に史料の撮影、記事の投稿を担当しました。
　実際の資料を紹介します。
　1925年11月に発行された上田市図書館報第三号では、最も興味深い点として新刊の発表に法学系冊子を真っ先に乗せている点で、大正デモクラシ"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/164/thumbnails/054432.png" alt="「藤本蚕業アーカイブ構築」を振り返って" title="「藤本蚕業アーカイブ構築」を振り返って" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54432">「藤本蚕業アーカイブ構築」を振り返って</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54432">　私はこの一年間地域資料のデジタルアーカイブ活動を行い、活用機会が無い地域資料の撮影とネット上の公開をしました。その中で藤本蚕業アーカイブについて紹介します。
　藤本蚕業アーカイブは藤本蚕業歴史館史料をネット上に公開するアーカイブであり、かつて蚕の卵である蚕種の日本最大製造地であった上塩尻の中心であった佐藤家(藤本蚕業)所蔵の史料を扱っています。歴史館では蚕種にとどまらず歴史、文化、地理に関わる文書・書籍も多く有しており、アーカイブでも見ることが出来ます。私は当アーカイブにおいて主に史料の撮影、記事の投稿を担当しました。
　実際の資料を紹介します。
　1925年11月に発行された上田市図書館報第三号では、最も興味深い点として新刊の発表に法学系冊子を真っ先に乗せている点で、大正デモクラシ</a></td><td class="date">2023-02-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54354">47</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/654/054354.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「飯島保作(花月)(いいじまほさく(かげつ))」飯島保作は、文久３年（１８６３）に飯島家の長男として横町に生まれました。明治６年（１８７３）上田街学校に入学し、明治１０年（１８７７）に上等小学校全科を卒業しました。上田街学校の教員補助の職は、天皇の御巡幸が終わった後退職し、家業（質屋）に従事しました。
　自らが作成した年賦には「家業のかたわら独学」とあります。向学心旺盛な青年で、この向学心が実業家飯島保作を生み、このころから雑誌に狂歌、川柳等々の投稿を始め、後の上田地方の庶民文学のリーダーとしての文学上の資質を開花させたのです。
　保作は、上田商工会議所会頭、第十九銀行の頭取を歴任して生涯を閉じた上田を代表する傑出けっしゅつした実業家でした。明治１５年（１８８２）１０月、上田郵便局に採用され、最初の職業の第一歩を踏み出し、"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="飯島保作(花月)(いいじまほさく(かげつ))" title="飯島保作(花月)(いいじまほさく(かげつ))" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54354">飯島保作(花月)(いいじまほさく(かげつ))</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54354">飯島保作は、文久３年（１８６３）に飯島家の長男として横町に生まれました。明治６年（１８７３）上田街学校に入学し、明治１０年（１８７７）に上等小学校全科を卒業しました。上田街学校の教員補助の職は、天皇の御巡幸が終わった後退職し、家業（質屋）に従事しました。
　自らが作成した年賦には「家業のかたわら独学」とあります。向学心旺盛な青年で、この向学心が実業家飯島保作を生み、このころから雑誌に狂歌、川柳等々の投稿を始め、後の上田地方の庶民文学のリーダーとしての文学上の資質を開花させたのです。
　保作は、上田商工会議所会頭、第十九銀行の頭取を歴任して生涯を閉じた上田を代表する傑出けっしゅつした実業家でした。明治１５年（１８８２）１０月、上田郵便局に採用され、最初の職業の第一歩を踏み出し、</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54349">48</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/654/054349.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「笹沢檪亭 (ささざわれきてい)」檪亭は、安政２年（１８５５）、小県郡坂井村（現上田市塩川）に生まれ、本名を清十といい、幼い頃より画才に富み、花鳥画を描いては村人を感嘆させたといいます。早くに父を亡くし苦労して育ちますが、母の理解もあって、明治６年（１８７３）、１８歳の折に島田桃渓とうけいに師事して絵の指導を受けたのを手始めに、明治１８年（１８８５）、２９歳の時には、水戸の木下華圃かほに師事。この頃から専業画家としての道を歩むことを真剣に考え始めたものと思われます。
　明治１９年（１８６６）、３１歳の折には終生の師となる児玉果亭に入門を許され、果亭より檪亭の雅号を受けました。この檪亭が入門した明治１９年は、第２回内国絵画共進会に出品した果亭の即品が天覧に供され、出品２点のうち１点が宮内省買上げ、１点が銀杯(こ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="笹沢檪亭 (ささざわれきてい)" title="笹沢檪亭 (ささざわれきてい)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54349">笹沢檪亭 (ささざわれきてい)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54349">檪亭は、安政２年（１８５５）、小県郡坂井村（現上田市塩川）に生まれ、本名を清十といい、幼い頃より画才に富み、花鳥画を描いては村人を感嘆させたといいます。早くに父を亡くし苦労して育ちますが、母の理解もあって、明治６年（１８７３）、１８歳の折に島田桃渓とうけいに師事して絵の指導を受けたのを手始めに、明治１８年（１８８５）、２９歳の時には、水戸の木下華圃かほに師事。この頃から専業画家としての道を歩むことを真剣に考え始めたものと思われます。
　明治１９年（１８６６）、３１歳の折には終生の師となる児玉果亭に入門を許され、果亭より檪亭の雅号を受けました。この檪亭が入門した明治１９年は、第２回内国絵画共進会に出品した果亭の即品が天覧に供され、出品２点のうち１点が宮内省買上げ、１点が銀杯(こ</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54348">49</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/654/054348.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「林倭衛 (はやししずえ)」父は、倭衛が小学校在学中に製糸工場経営に失敗し、明治４０年の春、倭衛と弟を実家の小林家にに預けたまま夜逃げ同様に東京へと出てしまいました。実家は上田駅に近い北天神町通りで蚕種用の和紙などを商っていましたが、倭衛は友人たちから離れ孤独にさいなまれましたが、同じ頃に同じ北天神町に移り住んだ馬場衛まさるが、生涯の友となりました。約１年の後にようやく父母の下に引き取られはしたものの、何かにつけて旧士族出身にこだわって失敗を繰り返す父に対して、倭衛は激しく不信を覚え続け、やがて少年の孤独感は次第に不屈な自立心へと成長していくのでした。
　明治４３年には印刷会社の給仕となり月給を得るようになると、近くの水彩画研究所の夜間部に入り、明るく旺盛な好奇心のままに、生涯にわたる美術関係の友人を"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="林倭衛 (はやししずえ)" title="林倭衛 (はやししずえ)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54348">林倭衛 (はやししずえ)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54348">父は、倭衛が小学校在学中に製糸工場経営に失敗し、明治４０年の春、倭衛と弟を実家の小林家にに預けたまま夜逃げ同様に東京へと出てしまいました。実家は上田駅に近い北天神町通りで蚕種用の和紙などを商っていましたが、倭衛は友人たちから離れ孤独にさいなまれましたが、同じ頃に同じ北天神町に移り住んだ馬場衛まさるが、生涯の友となりました。約１年の後にようやく父母の下に引き取られはしたものの、何かにつけて旧士族出身にこだわって失敗を繰り返す父に対して、倭衛は激しく不信を覚え続け、やがて少年の孤独感は次第に不屈な自立心へと成長していくのでした。
　明治４３年には印刷会社の給仕となり月給を得るようになると、近くの水彩画研究所の夜間部に入り、明るく旺盛な好奇心のままに、生涯にわたる美術関係の友人を</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54346">50</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/654/054346.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中村直人 (なかむらなおんど)」大正期中ごろ山本鼎が提唱した「農民美術」と「児童自由画教育」の二つの運動の、発祥の地、神川で少年期を過ごした直人は、リアルタイムに農民美術、児童自由画教育の誕生を直視し、その渦中で小学校時代を過ごしました。
　１５歳の時、山本鼎の世話で上京し、木彫家吉田白嶺の木心社に入門。兄弟子松村外次郎より木彫の手ほどきを受け、小杉法庵にデッサンを習い、自己の彫刻表現の模索が始まりました。大正１４年、直人２１歳で院展初入選、以後連続入選し大正１５年に日本美術院賞を受賞。昭和１０年には院展同人（会員）に推挙され日本の彫刻界の新風として頭角を現し始めました。
　終戦後は、新日本美術会創設に参加し、各種展覧会に出品しました。その後、以前から親交を深めていた画家で彫刻家の藤田嗣治がフランスに渡り、"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="中村直人 (なかむらなおんど)" title="中村直人 (なかむらなおんど)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54346">中村直人 (なかむらなおんど)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54346">大正期中ごろ山本鼎が提唱した「農民美術」と「児童自由画教育」の二つの運動の、発祥の地、神川で少年期を過ごした直人は、リアルタイムに農民美術、児童自由画教育の誕生を直視し、その渦中で小学校時代を過ごしました。
　１５歳の時、山本鼎の世話で上京し、木彫家吉田白嶺の木心社に入門。兄弟子松村外次郎より木彫の手ほどきを受け、小杉法庵にデッサンを習い、自己の彫刻表現の模索が始まりました。大正１４年、直人２１歳で院展初入選、以後連続入選し大正１５年に日本美術院賞を受賞。昭和１０年には院展同人（会員）に推挙され日本の彫刻界の新風として頭角を現し始めました。
　終戦後は、新日本美術会創設に参加し、各種展覧会に出品しました。その後、以前から親交を深めていた画家で彫刻家の藤田嗣治がフランスに渡り、</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54345">51</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/654/054345.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「久米正雄(くめまさお)」久米は、明治２４年上田片平町（大手町）で生まれました。父由太郎は明治２８年小県郡立高等小学校兼上田尋常小学校校長として勤務していましたが、明治３１年、父が校長を務めていた上田尋常高等小学校上田分教場が焼失。その責めを負って父が自刃してしまったため、一家は母の実家福島県安積あさか郡桑野村へ転居し、ここで久米は中学時代を過ごしました。
　この時代に、安積中学校の教頭と国語教師に指導を受け、俳人としての才能を見込まれ、将来を嘱望されるまでになりました。中学校在学中に「笹鳴吟社」を結成、また、学校教員の集まりである「群峰社」にも参加。桑野村を訪れた正岡子規や河東碧梧桐かわひがしへきごとうの影響を受け、新俳句会への道を進み、一高時代には碧門下の日本派俳人として知られるようになりました"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="久米正雄(くめまさお)" title="久米正雄(くめまさお)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54345">久米正雄(くめまさお)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54345">久米は、明治２４年上田片平町（大手町）で生まれました。父由太郎は明治２８年小県郡立高等小学校兼上田尋常小学校校長として勤務していましたが、明治３１年、父が校長を務めていた上田尋常高等小学校上田分教場が焼失。その責めを負って父が自刃してしまったため、一家は母の実家福島県安積あさか郡桑野村へ転居し、ここで久米は中学時代を過ごしました。
　この時代に、安積中学校の教頭と国語教師に指導を受け、俳人としての才能を見込まれ、将来を嘱望されるまでになりました。中学校在学中に「笹鳴吟社」を結成、また、学校教員の集まりである「群峰社」にも参加。桑野村を訪れた正岡子規や河東碧梧桐かわひがしへきごとうの影響を受け、新俳句会への道を進み、一高時代には碧門下の日本派俳人として知られるようになりました</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54325">52</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/550/054325.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中村直人」大正期中ごろ山本鼎が提唱した「農民美術」と「児童自由画教育」の二つの運動の、発祥の地、神川で少年期を過ごした直人は、リアルタイムに農民美術、児童自由画教育の誕生を直視し、その中で小学校時代を過ごしました。
１５歳の時、山本鼎の世話で上京し、木彫家吉田白嶺の木心社に入門。昭和１０年には院展同人（会員）に推挙され日本の彫刻界の新風として頭角を現し始めました。
その後日本で活躍し、47歳でパリに渡りました。昭和28年のパリ展で大成功し、その後何度か個展を開き話題となり、滞欧１２年の間に彫刻家から国際的な画家に見事な変身を遂げました。
昭和３９年日本へ帰国。同年滞欧作展でパリ生活１２年の成果を証明しました。その後二科会に招かれ、昭和５５年には内閣総理大臣賞を受賞しました。帰国後は、様々な分"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="中村直人" title="中村直人" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54325">中村直人</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54325">大正期中ごろ山本鼎が提唱した「農民美術」と「児童自由画教育」の二つの運動の、発祥の地、神川で少年期を過ごした直人は、リアルタイムに農民美術、児童自由画教育の誕生を直視し、その中で小学校時代を過ごしました。
１５歳の時、山本鼎の世話で上京し、木彫家吉田白嶺の木心社に入門。昭和１０年には院展同人（会員）に推挙され日本の彫刻界の新風として頭角を現し始めました。
その後日本で活躍し、47歳でパリに渡りました。昭和28年のパリ展で大成功し、その後何度か個展を開き話題となり、滞欧１２年の間に彫刻家から国際的な画家に見事な変身を遂げました。
昭和３９年日本へ帰国。同年滞欧作展でパリ生活１２年の成果を証明しました。その後二科会に招かれ、昭和５５年には内閣総理大臣賞を受賞しました。帰国後は、様々な分</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54257">53</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/529/054257.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「お菓子の歴史（洋菓子輸入時代）」明治頃に、文明開化が始まり、外国の文化が日本に取り入れられ生活が変化していったが、それは菓子も含まれる。明治10年に洋菓子の輸入が5千円であったが、20年には1万円、30年には2万5千円で、38年には一躍して23万5千円とまで上昇し、短期間で需要がかなり増えた。洋菓子製法技術や洋風食材が導入され、相手先もオランダ、ポルトガルから、イギリス、フランス、アメリカに変化した。
ビスケット、キャンディ、チョコレート、キャラメル、クッキーなどが輸入され、日本での消費が増えると国内生産の方が儲かると考える人が出てきて、製造が始まった。日本で最初に作られた洋菓子は明治8年のビスケットで、東京京橋の風月堂が始めた。明治中期になると森永太一郎が森永製菓会社を作り、ビスケットやドロップス、キャラメルなどの洋菓子生産"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="お菓子の歴史（洋菓子輸入時代）" title="お菓子の歴史（洋菓子輸入時代）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54257">お菓子の歴史（洋菓子輸入時代）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54257">明治頃に、文明開化が始まり、外国の文化が日本に取り入れられ生活が変化していったが、それは菓子も含まれる。明治10年に洋菓子の輸入が5千円であったが、20年には1万円、30年には2万5千円で、38年には一躍して23万5千円とまで上昇し、短期間で需要がかなり増えた。洋菓子製法技術や洋風食材が導入され、相手先もオランダ、ポルトガルから、イギリス、フランス、アメリカに変化した。
ビスケット、キャンディ、チョコレート、キャラメル、クッキーなどが輸入され、日本での消費が増えると国内生産の方が儲かると考える人が出てきて、製造が始まった。日本で最初に作られた洋菓子は明治8年のビスケットで、東京京橋の風月堂が始めた。明治中期になると森永太一郎が森永製菓会社を作り、ビスケットやドロップス、キャラメルなどの洋菓子生産</a></td><td class="date">2023-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54206">54</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「はじめに」私は、大正・昭和初期における教育の特色について調べていきたいと思う。西塩田時報の学校行事などについて書かれた記事を参照して、当時どのような教育が行われていたのかを解き明かしていく。また、当時、軍国主義となっていった日本だが、教育にはどのような影響が及ぼされたのかなども詳しく見ていきたい。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="はじめに" title="はじめに" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54206">はじめに</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54206">私は、大正・昭和初期における教育の特色について調べていきたいと思う。西塩田時報の学校行事などについて書かれた記事を参照して、当時どのような教育が行われていたのかを解き明かしていく。また、当時、軍国主義となっていった日本だが、教育にはどのような影響が及ぼされたのかなども詳しく見ていきたい。</a></td><td class="date">2023-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54185">55</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/598/054185.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕種協業組合」上田蚕種協業組合は、大正5年に地元の蚕種家が出資して上田蚕種株式会社として設立したのが始まりである。現在の事務棟・採卵室など主要な建物が翌6年に完成した。その後、昭和45年から現在の社名となっている。最盛期には22万箱の蚕種をこの組合から出荷していた。

「上田蚕種協業組合」より
https://museum.umic.jp/bunkazai/document/dot25"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田蚕種協業組合" title="上田蚕種協業組合" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54185">上田蚕種協業組合</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54185">上田蚕種協業組合は、大正5年に地元の蚕種家が出資して上田蚕種株式会社として設立したのが始まりである。現在の事務棟・採卵室など主要な建物が翌6年に完成した。その後、昭和45年から現在の社名となっている。最盛期には22万箱の蚕種をこの組合から出荷していた。

「上田蚕種協業組合」より
https://museum.umic.jp/bunkazai/document/dot25</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54184">56</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/598/054184.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田製糸場」【概要】
常田館製糸場は明治33年（1900年）創業の製糸工場である。笠原工業株式会社構内に常田館製糸場に関連する施設15棟が現存しており、そのうち明治から大正時代にかけて建てられた7棟が平成24年に国の重要文化財に指定されている。国内最高層の木造5階建繭倉庫、大正時代末の鉄筋コンクリート5階建倉庫群などは、製糸技術が発達した時代の先人達の工夫と知恵の足跡が歴然と残る貴重な文化遺産である。

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

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

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

【現在】
笠原工業(株)では施設の一部を一般公開している。
公開</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54179">57</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/554/054179.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田の歴史と未来」私は「蚕都上田の歴史と未来」というテーマで蚕都について探求しました。より考えを深めるために計四か所の施設に見学に行きました。
一枚目の写真は上田駅の構内に設置されている繭の女神様です。蚕糸業の全盛期時代である大正時代から蚕は上田の地を支える存在であったことが分かりました。
二枚目、三枚目の写真は常田館製糸場と上田蚕種協同組合事務棟です。製糸場は繭の乾燥や保管のために多窓式になっているなど建物ごとに様々な工夫が見られました。製糸場の建物１５棟中７棟は国の重要文化財に、事務棟は文化庁の登録有形文化財にそれぞれ指定されています。四枚目の写真はホール、美術館などの複合施設であるサントミューゼです。名前の由来は蚕都からきており、人々の交流の場として上田市には欠かせない存在になっています"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都上田の歴史と未来" title="蚕都上田の歴史と未来" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54179">蚕都上田の歴史と未来</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54179">私は「蚕都上田の歴史と未来」というテーマで蚕都について探求しました。より考えを深めるために計四か所の施設に見学に行きました。
一枚目の写真は上田駅の構内に設置されている繭の女神様です。蚕糸業の全盛期時代である大正時代から蚕は上田の地を支える存在であったことが分かりました。
二枚目、三枚目の写真は常田館製糸場と上田蚕種協同組合事務棟です。製糸場は繭の乾燥や保管のために多窓式になっているなど建物ごとに様々な工夫が見られました。製糸場の建物１５棟中７棟は国の重要文化財に、事務棟は文化庁の登録有形文化財にそれぞれ指定されています。四枚目の写真はホール、美術館などの複合施設であるサントミューゼです。名前の由来は蚕都からきており、人々の交流の場として上田市には欠かせない存在になっています</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54132">58</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/550/054132.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「金井正について」金井正は、明治１９年神川村国分に、金井家の三男として生まれました。県立長野中学校（現上田高等学校）に入学。家庭の事情から家督を継ぎ、父が局長を務める国分郵便局の事務員として勤務しました。その一方で哲学者西田幾多郎の存在を知り、哲学に関心を高め、神川読書会を企画したり同人雑誌の創刊し、社会主義による啓蒙を図りました。山本鼎がヨーロッパ留学から戻り、訪ね、児童自由画教育と農民美術運動に感銘を受け、協力を約束し、鼎による講演会「児童自由画の奨励について」を企画。続いて「第１回児童自由画展」を開催し、予想以上の成功を収めました。
　農民美術運動については、鼎と連名で日本農民美術建業の趣意書を作成して、神川村の人々に働きかけました。大正８年に第１回農民美術練習所を神川小学校で開設し、"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="金井正について" title="金井正について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54132">金井正について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54132">金井正は、明治１９年神川村国分に、金井家の三男として生まれました。県立長野中学校（現上田高等学校）に入学。家庭の事情から家督を継ぎ、父が局長を務める国分郵便局の事務員として勤務しました。その一方で哲学者西田幾多郎の存在を知り、哲学に関心を高め、神川読書会を企画したり同人雑誌の創刊し、社会主義による啓蒙を図りました。山本鼎がヨーロッパ留学から戻り、訪ね、児童自由画教育と農民美術運動に感銘を受け、協力を約束し、鼎による講演会「児童自由画の奨励について」を企画。続いて「第１回児童自由画展」を開催し、予想以上の成功を収めました。
　農民美術運動については、鼎と連名で日本農民美術建業の趣意書を作成して、神川村の人々に働きかけました。大正８年に第１回農民美術練習所を神川小学校で開設し、</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54129">59</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/550/054129.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「農民美術運動を促進した人物」版画家・山本鼎は、明治１５年愛知県岡崎市で生まれましたが、父親が小県郡神川村大屋(現在の上田市大屋)に大屋医院を開業したため、鼎は上田との由縁がありました。
鼎は版画家としてだけでなく、画家としてもその名を残しました。明治３５年、２０歳で東京美術学校へ入学し、「湖畔」で有名な黒田清輝に油絵を学びました。大正元年にはフランスに渡り、その間に描いた作品はどれも好評を博しました。
帰国後、児童画とその指導方法の改革を目指した運動を起こします。鼎は絵を描く技術、方法が重要ではなく、自分の目で見て、感じたとったものを描くことが、児童の発達に大切などだと説きました。その後大正8年4月には神川小学校で第一回児童自由画展覧会を開催し、自由画教育は全国各地に広がりました。
一方、大正8年11月には神川村"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="農民美術運動を促進した人物" title="農民美術運動を促進した人物" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54129">農民美術運動を促進した人物</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54129">版画家・山本鼎は、明治１５年愛知県岡崎市で生まれましたが、父親が小県郡神川村大屋(現在の上田市大屋)に大屋医院を開業したため、鼎は上田との由縁がありました。
鼎は版画家としてだけでなく、画家としてもその名を残しました。明治３５年、２０歳で東京美術学校へ入学し、「湖畔」で有名な黒田清輝に油絵を学びました。大正元年にはフランスに渡り、その間に描いた作品はどれも好評を博しました。
帰国後、児童画とその指導方法の改革を目指した運動を起こします。鼎は絵を描く技術、方法が重要ではなく、自分の目で見て、感じたとったものを描くことが、児童の発達に大切などだと説きました。その後大正8年4月には神川小学校で第一回児童自由画展覧会を開催し、自由画教育は全国各地に広がりました。
一方、大正8年11月には神川村</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54097">60</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/548/054097.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「鉄道施設としての別所線」写真の通りに別所温泉駅では、日本遺産の別所線の鉄道施設としての説明看板が立てられています。
上田から別所温泉までの路線は大正10年（1921年）に開通したと書かれています。
また、真っ赤な鉄橋である千曲川橋梁（きょうりょう）は224メートルの長さであったそうです。
中塩田駅や別所温泉駅など駅舎に近代の趣が残っている様子が見る事が出来ます。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="鉄道施設としての別所線" title="鉄道施設としての別所線" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54097">鉄道施設としての別所線</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54097">写真の通りに別所温泉駅では、日本遺産の別所線の鉄道施設としての説明看板が立てられています。
上田から別所温泉までの路線は大正10年（1921年）に開通したと書かれています。
また、真っ赤な鉄橋である千曲川橋梁（きょうりょう）は224メートルの長さであったそうです。
中塩田駅や別所温泉駅など駅舎に近代の趣が残っている様子が見る事が出来ます。</a></td><td class="date">2023-01-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54083">61</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「1年後期　前川課題発見ゼミ最終まとめ」調査テーマ「地域の特色・歴史」まとめ

上田の歴史的な出来事・人物と聞かれれば多くの人々が「真田氏」に関する事柄を思い浮かべるだろう。しかし、今回の調査を行う中で、真田氏以外にも日本の歴史・文化に多大な影響を与えたと言える人物も存在することを知った。

例えば、上田藩主を務めただけでなく、江戸幕府老中として条約の締結にも尽力した「松平忠固」、日本の児童画に大きな転換・影響を与えた「山本鼎」は良い例だろう。功績としては素晴らしい物であると断言できるものばかりだ。

特に山本の考えは当時としては（今の価値観で考えても）先進的な物だった。山本は真の意味での「自由」を求めた人物であり、今日の教育活動に一石を投じるものであると感じた。現代ですら「型にはまった教育」が基本的である中、山本は"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="1年後期　前川課題発見ゼミ最終まとめ" title="1年後期　前川課題発見ゼミ最終まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54083">1年後期　前川課題発見ゼミ最終まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54083">調査テーマ「地域の特色・歴史」まとめ

上田の歴史的な出来事・人物と聞かれれば多くの人々が「真田氏」に関する事柄を思い浮かべるだろう。しかし、今回の調査を行う中で、真田氏以外にも日本の歴史・文化に多大な影響を与えたと言える人物も存在することを知った。

例えば、上田藩主を務めただけでなく、江戸幕府老中として条約の締結にも尽力した「松平忠固」、日本の児童画に大きな転換・影響を与えた「山本鼎」は良い例だろう。功績としては素晴らしい物であると断言できるものばかりだ。

特に山本の考えは当時としては（今の価値観で考えても）先進的な物だった。山本は真の意味での「自由」を求めた人物であり、今日の教育活動に一石を投じるものであると感じた。現代ですら「型にはまった教育」が基本的である中、山本は</a></td><td class="date">2023-01-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42656">62</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/616/042656_0023_002.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第３回]」実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第３回]
　皆さんのキュレーション披露会

★講座「皆さんのキュレーション披露会」129分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/Ga5SFPdO1qw?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>。

講師：前川道博（長野大学企業情報学部教授）
コメンテーター：
　小平千文（上田小県近現代史研究会会長）
　桂木　惠（上田小県近現代史研究会事務局長）

【講座タイムテーブル】
13:00 講座解説（前川道博）
13:30 皆さんのキュレーション披露会、意見交換、Q＆A(途中休憩あり)
16:00 終了
16:30 デジタルアーカイブクリエータ認定（希望者対象）

《キュレーション紹介》公開できる成果をリストアップしました
<ol><li>鈴木さん／<a href=https://d-commons.net/upload/4/616/cp001238_005.pdf>諏訪湖のスケート</a><font color=orange>[LINK]</font>(下記メディアクリップ収録)</li><li>長沼さん／一代交雑"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第３回]" title="実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第３回]" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42656">実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第３回]</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42656">実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座[第３回]
　皆さんのキュレーション披露会

★講座「皆さんのキュレーション披露会」129分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/Ga5SFPdO1qw?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>。

講師：前川道博（長野大学企業情報学部教授）
コメンテーター：
　小平千文（上田小県近現代史研究会会長）
　桂木　惠（上田小県近現代史研究会事務局長）

【講座タイムテーブル】
13:00 講座解説（前川道博）
13:30 皆さんのキュレーション披露会、意見交換、Q＆A(途中休憩あり)
16:00 終了
16:30 デジタルアーカイブクリエータ認定（希望者対象）

《キュレーション紹介》公開できる成果をリストアップしました
<ol><li>鈴木さん／<a href=https://d-commons.net/upload/4/616/cp001238_005.pdf>諏訪湖のスケート</a><font color=orange>[LINK]</font>(下記メディアクリップ収録)</li><li>長沼さん／一代交雑</a></td><td class="date">2023-01-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42651">63</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/490/042651.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市マルチメディア情報センター」上田市マルチメディア情報センターは、長野大学の少し上に位置している、情報化を総合的に支援する環境が整っている施設である。

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

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

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

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

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

●「上田つむぎ」信越放送　1964年1月16日放送／上田紬／私たちの周辺
人手を要する養蚕は機械化をする必要はあるが、あまりにも機械化をしてしまうと伝統が欠如してしまう可能性があるとのこと。
手織りのものは個人に合わせて作</a></td><td class="date">2023-01-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42646">64</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/042646.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「一次資料としてのminiDV」これまで社会活動はビデオ映像に記録をしてきました。蚕都上田プロジェクトを始めたのは2008年のこと。当時の記録媒体はもっぱらminiDV(小型ビデオカセット)です。それから15年が経過し、当時は現役で活動された方もご高齢になったりお亡くなりになったり、社会の状況・様子も変遷し続けてきています。miniDVは個人的には1997年以来使い続け、記録テープは1000本を超えます（数えたことはありませんが）。

テープ媒体の問題は再生しないことには記録映像にアクセスできないこと。さらにはこれらの媒体がいつまで再生可能かの保証はなく、テープ媒体の経年劣化の問題、再生機器の保全の限界の問題と重なり、ある時期に全てをデジタル化しデジタル保存しておかないと取り返しがつかないことになります。

この年末年始、デスクワークの片隅でパ"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/042646.jpg" alt="一次資料としてのminiDV" title="一次資料としてのminiDV" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42646">一次資料としてのminiDV</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42646">これまで社会活動はビデオ映像に記録をしてきました。蚕都上田プロジェクトを始めたのは2008年のこと。当時の記録媒体はもっぱらminiDV(小型ビデオカセット)です。それから15年が経過し、当時は現役で活動された方もご高齢になったりお亡くなりになったり、社会の状況・様子も変遷し続けてきています。miniDVは個人的には1997年以来使い続け、記録テープは1000本を超えます（数えたことはありませんが）。

テープ媒体の問題は再生しないことには記録映像にアクセスできないこと。さらにはこれらの媒体がいつまで再生可能かの保証はなく、テープ媒体の経年劣化の問題、再生機器の保全の限界の問題と重なり、ある時期に全てをデジタル化しデジタル保存しておかないと取り返しがつかないことになります。

この年末年始、デスクワークの片隅でパ</a></td><td class="date">2023-01-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42641">65</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/652/042641.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「大正期には「キネマ文字」のフォント集まであった」矢島周一は大正15年（1926）3月に日本で最初のタイポグラフィー字典といわれる『図案文字大観』を出版。自らの映画広告のレタリング制作の経験から考案した書体を集大成したという。以後の日本映画広告では明らかにこの『図案文字大観』の書体が活用されており、使用事例が幾つも確認できる。



『図案文字大観』　矢島周一・著　1926（大正15）より引用"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="大正期には「キネマ文字」のフォント集まであった" title="大正期には「キネマ文字」のフォント集まであった" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42641">大正期には「キネマ文字」のフォント集まであった</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42641">矢島周一は大正15年（1926）3月に日本で最初のタイポグラフィー字典といわれる『図案文字大観』を出版。自らの映画広告のレタリング制作の経験から考案した書体を集大成したという。以後の日本映画広告では明らかにこの『図案文字大観』の書体が活用されており、使用事例が幾つも確認できる。



『図案文字大観』　矢島周一・著　1926（大正15）より引用</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42640">66</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/652/042640.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「昭和初期の映画ポスターの一例　」昭和4年（1929）の映画ポスター。大正〜昭和初期らしいタイポグラフィー（キネマ文字）がふんだんに使われている。


『映画ポスター「英傑秀吉」』(高岡市立博物館 所蔵) 「文化遺産オンライン 収録」
(https://cultural.jp/item/bunka-455019)"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="昭和初期の映画ポスターの一例　" title="昭和初期の映画ポスターの一例　" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42640">昭和初期の映画ポスターの一例　</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42640">昭和4年（1929）の映画ポスター。大正〜昭和初期らしいタイポグラフィー（キネマ文字）がふんだんに使われている。


『映画ポスター「英傑秀吉」』(高岡市立博物館 所蔵) 「文化遺産オンライン 収録」
(https://cultural.jp/item/bunka-455019)</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42639">67</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/652/042639.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「大正期の報知新聞紙上の映画宣伝に見られるタイポグラフィー」大正期に、新聞広告、商業ポスター、マッチなどの商品パッケージ等、広告を中心に重要視されるようになったタイポグラフィーだが、特に大正2年（1913）ころから映画広告に登場し、「キネマ文字」と呼ばれるようになった。
映画（当時で言う「活動写真」）は寄席、劇場に並ぶ大正期の三大大衆娯楽であり、「キネマ文字」の普及にも大きな力となったはずである。


報知新聞
第 17232 号、5 面、大正 14 年 1 月 22 日発行
東京、報知社"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="大正期の報知新聞紙上の映画宣伝に見られるタイポグラフィー" title="大正期の報知新聞紙上の映画宣伝に見られるタイポグラフィー" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42639">大正期の報知新聞紙上の映画宣伝に見られるタイポグラフィー</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42639">大正期に、新聞広告、商業ポスター、マッチなどの商品パッケージ等、広告を中心に重要視されるようになったタイポグラフィーだが、特に大正2年（1913）ころから映画広告に登場し、「キネマ文字」と呼ばれるようになった。
映画（当時で言う「活動写真」）は寄席、劇場に並ぶ大正期の三大大衆娯楽であり、「キネマ文字」の普及にも大きな力となったはずである。


報知新聞
第 17232 号、5 面、大正 14 年 1 月 22 日発行
東京、報知社</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42638">68</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/652/042638.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「大正期の新聞広告に用いられたタイポグラフィー」大正期に入ると、日本のタイポグラフィーは欧文書体の影響を受け、毛筆書体から離れた独特な書体が続々と登場した。広告効果としてのタイポグラフィーが重要視されるようになった。


 『新聞広告選集』大阪朝日新聞社・編　大阪朝日新聞社（1926）より引用"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="大正期の新聞広告に用いられたタイポグラフィー" title="大正期の新聞広告に用いられたタイポグラフィー" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42638">大正期の新聞広告に用いられたタイポグラフィー</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42638">大正期に入ると、日本のタイポグラフィーは欧文書体の影響を受け、毛筆書体から離れた独特な書体が続々と登場した。広告効果としてのタイポグラフィーが重要視されるようになった。


 『新聞広告選集』大阪朝日新聞社・編　大阪朝日新聞社（1926）より引用</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42505">69</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/416/042505.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「女の多い話(『西塩田時報』第7号(大正13年7月1日)4頁)」【女の多い話】
小学校において、男児よりも女児の方が多いとする統計データについて、「飛鳥生」なる人物が私見を述べるという項目。一般に男性と女性の人口比は105:100と言われている。飛鳥は先述の統計を「面白い研究材料」と述べていたが、私も甚だそう思う。飛鳥はこれについて、女性の労働が少ないことが原因であると冗談交じりに述べていた。

【雑草】
「名のある人によって成し遂げられた事ばかりが尊い事ではない」という書き出しが目を引いた。功績をあげた人がどんなに名のある人かよりも、功績そのものがいかに素晴らしいかを評価すべきであるというのは、私の人生観に一致する。価値観というのは時代と共に変わっていくものと思っていたが、共にする場合もあるものだと感じた。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/416/thumbnails/042505.png" alt="女の多い話(『西塩田時報』第7号(大正13年7月1日)4頁)" title="女の多い話(『西塩田時報』第7号(大正13年7月1日)4頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42505">女の多い話(『西塩田時報』第7号(大正13年7月1日)4頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42505">【女の多い話】
小学校において、男児よりも女児の方が多いとする統計データについて、「飛鳥生」なる人物が私見を述べるという項目。一般に男性と女性の人口比は105:100と言われている。飛鳥は先述の統計を「面白い研究材料」と述べていたが、私も甚だそう思う。飛鳥はこれについて、女性の労働が少ないことが原因であると冗談交じりに述べていた。

【雑草】
「名のある人によって成し遂げられた事ばかりが尊い事ではない」という書き出しが目を引いた。功績をあげた人がどんなに名のある人かよりも、功績そのものがいかに素晴らしいかを評価すべきであるというのは、私の人生観に一致する。価値観というのは時代と共に変わっていくものと思っていたが、共にする場合もあるものだと感じた。</a></td><td class="date">2022-12-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42413">70</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/640/042413.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学校だより」学校生徒の身長体重について、全国と比較したデータなどが載っている。

現代では、生徒の発育状況について詳しく記事になることは考えられないが、当時は身長や体重も重視されていたのだと思った。

▼この記事は以下から参照できます。
西塩田時報　第一号（大正12年7月1日発行　3ページ）"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="学校だより" title="学校だより" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42413">学校だより</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42413">学校生徒の身長体重について、全国と比較したデータなどが載っている。

現代では、生徒の発育状況について詳しく記事になることは考えられないが、当時は身長や体重も重視されていたのだと思った。

▼この記事は以下から参照できます。
西塩田時報　第一号（大正12年7月1日発行　3ページ）</a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42412">71</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/640/042412.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「歳入出予算表」村のお金がどのような用途に使われていたのかが細かく書かれている。

伝染病の予防費や学費ものっていて、金銭の状況から当時の村の様子が想像できて新鮮だと思った。

▼この記事は以下から参照できます。
西塩田時報　第一号（大正12年7月1日　2ページ）"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="歳入出予算表" title="歳入出予算表" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42412">歳入出予算表</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42412">村のお金がどのような用途に使われていたのかが細かく書かれている。

伝染病の予防費や学費ものっていて、金銭の状況から当時の村の様子が想像できて新鮮だと思った。

▼この記事は以下から参照できます。
西塩田時報　第一号（大正12年7月1日　2ページ）</a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42410">72</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/494/042410.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「朝鮮人の結婚」この記事は大正三十年ごろに取り上げられており、当時の外国に対する珍しさ・興味が表れている記事だっ。現代ではなかなかない記事が楽しめた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="朝鮮人の結婚" title="朝鮮人の結婚" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42410">朝鮮人の結婚</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42410">この記事は大正三十年ごろに取り上げられており、当時の外国に対する珍しさ・興味が表れている記事だっ。現代ではなかなかない記事が楽しめた。</a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=19277">73</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/45/019277.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「枝垂（しだれ）桑」枝垂（しだれ）桑

蚕糸試験場　蚕糸の森公園
東京都杉並区

桑の品種改良がおこなわれ沢山の品種が生まれた
観賞用の品種


史料ID	タイトル	西暦	備考	発行年月	配置	目録頁	分類番号	巻・号	著者	発行元	発行場所
文献	cb-福-14	桑品種の図解	1925		大正14年11月			B-福-14			福島県桑苗同業組合	福島県

文献	c亅-1-96	桑品種図説	1926		大正15年8月			亅-1-96			長野県蚕業試験場	

文献	ca-2-12	桑品種図説	1926		大正15年3月			A-2-12			長野県蚕業試験場
藤本蚕業デジタル資料館
https://d-commons.net/fujimoto/

naganuma"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/45/thumbnails/019277.jpg" alt="枝垂（しだれ）桑" title="枝垂（しだれ）桑" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=19277">枝垂（しだれ）桑</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=19277">枝垂（しだれ）桑

蚕糸試験場　蚕糸の森公園
東京都杉並区

桑の品種改良がおこなわれ沢山の品種が生まれた
観賞用の品種


史料ID	タイトル	西暦	備考	発行年月	配置	目録頁	分類番号	巻・号	著者	発行元	発行場所
文献	cb-福-14	桑品種の図解	1925		大正14年11月			B-福-14			福島県桑苗同業組合	福島県

文献	c亅-1-96	桑品種図説	1926		大正15年8月			亅-1-96			長野県蚕業試験場	

文献	ca-2-12	桑品種図説	1926		大正15年3月			A-2-12			長野県蚕業試験場
藤本蚕業デジタル資料館
https://d-commons.net/fujimoto/

naganuma</a></td><td class="date">2022-12-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=18942">74</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「課題発見ゼミ　12月15日　まとめ」12月15日分　調査まとめ　　
開国後の日本による生糸輸出と上田の関わりについて
上田藩主・松平忠固と生糸輸出
鎖国を解き、開国を果たした日本が世界に進出する際に大きな武器となった生糸の輸出。それに多大な貢献をした人物が松平忠固である。六代目上田藩主、幕府の老中も務めた松平忠固は、日本開国のきっかけとなった日米和親条約の締結に関わりがあった。この開国をきっかけとして、忠固は上田藩の特産品を諸外国に売ることで利益を上げようとしていた。
その中で注目されたのが上田の「生糸」である。雨が少なく乾燥した地域である上田は江戸時代ごろから蚕種業が始まっており、のちに蚕種業の発展に大きな貢献をした「藤本善右衛門」の家系が先駆けだと言われている。忠固は生糸の輸出を行うことを決め、生糸輸出による利益"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="課題発見ゼミ　12月15日　まとめ" title="課題発見ゼミ　12月15日　まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=18942">課題発見ゼミ　12月15日　まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=18942">12月15日分　調査まとめ　　
開国後の日本による生糸輸出と上田の関わりについて
上田藩主・松平忠固と生糸輸出
鎖国を解き、開国を果たした日本が世界に進出する際に大きな武器となった生糸の輸出。それに多大な貢献をした人物が松平忠固である。六代目上田藩主、幕府の老中も務めた松平忠固は、日本開国のきっかけとなった日米和親条約の締結に関わりがあった。この開国をきっかけとして、忠固は上田藩の特産品を諸外国に売ることで利益を上げようとしていた。
その中で注目されたのが上田の「生糸」である。雨が少なく乾燥した地域である上田は江戸時代ごろから蚕種業が始まっており、のちに蚕種業の発展に大きな貢献をした「藤本善右衛門」の家系が先駆けだと言われている。忠固は生糸の輸出を行うことを決め、生糸輸出による利益</a></td><td class="date">2022-12-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11644">75</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/576/011644.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市と大正ロマン」上田市には柳町以外にも旧常田館製糸場、上田蚕種会館、信州大学繊維学部講堂など蚕都を感じさせる建築物が多く残っている。また、市には、このような建物以外にも別所温泉周辺の旅館や施設、またみすずあめの飯島商店、上塩尻など「大正ロマン」あふれる街並みが多く顕在しており、最近では上田を紹介する際にも「大正ロマン」というワードが使われているように感じる。これを活かし、町のデザインや都市開発につながってほしいと考える。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田市と大正ロマン" title="上田市と大正ロマン" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11644">上田市と大正ロマン</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11644">上田市には柳町以外にも旧常田館製糸場、上田蚕種会館、信州大学繊維学部講堂など蚕都を感じさせる建築物が多く残っている。また、市には、このような建物以外にも別所温泉周辺の旅館や施設、またみすずあめの飯島商店、上塩尻など「大正ロマン」あふれる街並みが多く顕在しており、最近では上田を紹介する際にも「大正ロマン」というワードが使われているように感じる。これを活かし、町のデザインや都市開発につながってほしいと考える。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11628">76</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/511/011628.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田毘沙門堂」文政12年（1829）のころお堂の脇に寺小屋を開き、多聞庵と名付けられました。活文の名声は以前から広くいき渡っていたので、武士をはじめ農民や商人それに子供にいたるまで教えを受けたい人たちが殺到し、一時は1000人を越すほどでした。

毘沙門堂は、大正15年（1926）に建てられたものです。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田毘沙門堂" title="常田毘沙門堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11628">常田毘沙門堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11628">文政12年（1829）のころお堂の脇に寺小屋を開き、多聞庵と名付けられました。活文の名声は以前から広くいき渡っていたので、武士をはじめ農民や商人それに子供にいたるまで教えを受けたい人たちが殺到し、一時は1000人を越すほどでした。

毘沙門堂は、大正15年（1926）に建てられたものです。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11600">77</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/529/011600.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場」国指定重要文化財にされた「笠原工業旧常田館製糸場施設」を見学しに行きました。構内には建物15棟が現存されていて、その内7棟が重要文化財として一般公開されています。昔のままの木造の繭倉庫は圧巻でした。機械などはありませんでしたが、当時の技術を知ることができました。展示品もあり、なんだか心が和みました。
常田館製糸場は1900年(明治33年)に創業し、110年余り、製糸業の隆盛と衰退の中で、製糸工場建物は増築、取り壊し、焼失、改築、移転、用途変更等の紆余曲折を経ながら今に至ります。現在はスチロール製品を製造しています。3階繭倉庫と5階繭倉庫は、多窓式と呼ばれる自然乾燥を前提とした繭倉庫の形式である一方で、4階繭倉庫と5階鉄筋繭倉庫は密閉
式の繭倉庫であり、大正時代以降は乾燥機の発達により通風による乾燥が"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田館製糸場" title="常田館製糸場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11600">常田館製糸場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11600">国指定重要文化財にされた「笠原工業旧常田館製糸場施設」を見学しに行きました。構内には建物15棟が現存されていて、その内7棟が重要文化財として一般公開されています。昔のままの木造の繭倉庫は圧巻でした。機械などはありませんでしたが、当時の技術を知ることができました。展示品もあり、なんだか心が和みました。
常田館製糸場は1900年(明治33年)に創業し、110年余り、製糸業の隆盛と衰退の中で、製糸工場建物は増築、取り壊し、焼失、改築、移転、用途変更等の紆余曲折を経ながら今に至ります。現在はスチロール製品を製造しています。3階繭倉庫と5階繭倉庫は、多窓式と呼ばれる自然乾燥を前提とした繭倉庫の形式である一方で、4階繭倉庫と5階鉄筋繭倉庫は密閉
式の繭倉庫であり、大正時代以降は乾燥機の発達により通風による乾燥が</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11580">78</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/572/011580.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上塩尻における養蚕業①」上田駅からしなの鉄道で一駅の場所にある「西上田駅」。
「西上田駅」は1920年（大正９年）に塩尻区の養種家などの請願によって国鉄信越本線の「北塩尻駅」という名で開業されました。1956年（昭和31年）に現在の西上田駅に改称されています。


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


駅前には【まゆ浪漫】という上塩尻における養蚕業の名残りに触れられるような散策ルートと説明が書かれた大きな看板が設置されていました。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11543">79</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/554/011543.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕種協業組合事務棟」上田蚕種株式会社の事務棟として大正6年に完成し、建物はほとんど改変されていないそうです。正面は左右対称の構成となっており、木造二階建てで屋根は瓦葺きの建物です。
文化庁の登録有形文化財にもなっています。とても歴史を感じる建物でした。なぜ、改変されずに当時の姿をとどめていられているのか疑問に思いました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田蚕種協業組合事務棟" title="上田蚕種協業組合事務棟" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11543">上田蚕種協業組合事務棟</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11543">上田蚕種株式会社の事務棟として大正6年に完成し、建物はほとんど改変されていないそうです。正面は左右対称の構成となっており、木造二階建てで屋根は瓦葺きの建物です。
文化庁の登録有形文化財にもなっています。とても歴史を感じる建物でした。なぜ、改変されずに当時の姿をとどめていられているのか疑問に思いました。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11529">80</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/547/011529.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕種協業組合」登録有形文化財である上田蚕種株式会社に行ってきました。この建物は上田蚕種株式会社の事務棟として大正6年に完成したそうです。「蚕都上田」を象徴する建物であることが伝わってきました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田蚕種協業組合" title="上田蚕種協業組合" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11529">上田蚕種協業組合</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11529">登録有形文化財である上田蚕種株式会社に行ってきました。この建物は上田蚕種株式会社の事務棟として大正6年に完成したそうです。「蚕都上田」を象徴する建物であることが伝わってきました。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11524">81</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/550/011524.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕種協業組合」大正5年1916年地元の蚕種家が出資して上田蚕種株式会社として設立したのがはじまり。昭和45年に現在の社名となった。最盛期には22万箱の蚕種をこの組合から出荷していた。建物は検査室、食堂、催青室(蚕の卵を掃立予定日にそろって孵化させるため温度・湿度・光線を調節した部屋)、貯蔵の冷蔵庫や採卵室が配置されている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田蚕種協業組合" title="上田蚕種協業組合" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11524">上田蚕種協業組合</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11524">大正5年1916年地元の蚕種家が出資して上田蚕種株式会社として設立したのがはじまり。昭和45年に現在の社名となった。最盛期には22万箱の蚕種をこの組合から出荷していた。建物は検査室、食堂、催青室(蚕の卵を掃立予定日にそろって孵化させるため温度・湿度・光線を調節した部屋)、貯蔵の冷蔵庫や採卵室が配置されている。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11523">82</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/550/011523.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧小県蚕業学校(現上田東高校)」明治25年1892年に小県蚕業学校が蚕業学校として全国に先駆けて設立された。当時は上田町の丸堀の民家を校舎にして開校した。大正8年には皇太子様が来校されていることから当時でも注目されていた学校なのだと考えた。昭和19年12月9日に戦災によって本館の建物外10棟、1093坪を焼失してしまった。その後昭和21年以降、林業科、農業科、蚕業科を置いた上田農業学校となった。昭和35年には2度目の火災にあい、建物は全半焼、1237坪を焼失した。昭和37年には現在の名である長野県上田東高等学校となる。翌年昭和38年には蚕業科の生徒募集停止され、その後続々と農業科、林業科、家政科が廃止され、普通科のみの学校となった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="旧小県蚕業学校(現上田東高校)" title="旧小県蚕業学校(現上田東高校)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11523">旧小県蚕業学校(現上田東高校)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11523">明治25年1892年に小県蚕業学校が蚕業学校として全国に先駆けて設立された。当時は上田町の丸堀の民家を校舎にして開校した。大正8年には皇太子様が来校されていることから当時でも注目されていた学校なのだと考えた。昭和19年12月9日に戦災によって本館の建物外10棟、1093坪を焼失してしまった。その後昭和21年以降、林業科、農業科、蚕業科を置いた上田農業学校となった。昭和35年には2度目の火災にあい、建物は全半焼、1237坪を焼失した。昭和37年には現在の名である長野県上田東高等学校となる。翌年昭和38年には蚕業科の生徒募集停止され、その後続々と農業科、林業科、家政科が廃止され、普通科のみの学校となった。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11496">83</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/539/011496.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「五階鉄筋繭倉庫」長野県内に現存する最古の鉄筋コンクリート造五階建て建築物である。大正14年10月に旧倉庫が出火全焼したため、当時の技術を集結し建て替えられた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="五階鉄筋繭倉庫" title="五階鉄筋繭倉庫" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11496">五階鉄筋繭倉庫</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11496">長野県内に現存する最古の鉄筋コンクリート造五階建て建築物である。大正14年10月に旧倉庫が出火全焼したため、当時の技術を集結し建て替えられた。</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11487">84</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の蚕業について④」蚕業を行っていた頃の農家の主婦についても現在の社会の状況と重なる部分が多々あります。
女性の労働について記録された書籍(「人権の確立と女性のあゆみ」 (平成14年)編集者　上田市誌編さん委員会　発行者　上田市・上田市誌刊行会より)に載っている写真を見ると、家の一角のような場所で女性や子どもが写っていたり、女性が男性に交じって働く写真があったり、特定の性別や年齢で限らず、人々の生活に蚕業が根付いていたように思われます。特に女性の仕事は家事育児、給桑作業や農作業など多岐にわたるように見受けられました。
同誌によると、

「明治から大正期に蚕糸業が全盛であった上田地域では、多くの農家の主婦が蚕の世話に始まる農作業や家事に追われ、目の回る忙しさでした。乳幼児をかかえた母親たちも例外ではなく、重"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の蚕業について④" title="上田の蚕業について④" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11487">上田の蚕業について④</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11487">蚕業を行っていた頃の農家の主婦についても現在の社会の状況と重なる部分が多々あります。
女性の労働について記録された書籍(「人権の確立と女性のあゆみ」 (平成14年)編集者　上田市誌編さん委員会　発行者　上田市・上田市誌刊行会より)に載っている写真を見ると、家の一角のような場所で女性や子どもが写っていたり、女性が男性に交じって働く写真があったり、特定の性別や年齢で限らず、人々の生活に蚕業が根付いていたように思われます。特に女性の仕事は家事育児、給桑作業や農作業など多岐にわたるように見受けられました。
同誌によると、

「明治から大正期に蚕糸業が全盛であった上田地域では、多くの農家の主婦が蚕の世話に始まる農作業や家事に追われ、目の回る忙しさでした。乳幼児をかかえた母親たちも例外ではなく、重</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11486">85</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の蚕業について③」上田の蚕業について記された記録には、工女の消費活動についても以下のような記述があります。

工場の休日は日頃の長時間労働から解放された工女にとっては楽しいひとときで、小間物屋に寄って化粧品や小物を求めたり、呉服屋で普段着を買ったりしました。おやつの鯛焼きは工女に人気があり、休日や工場の開業前になると店先に行列ができるほどでした。(中略)常田館などのような大きな工場になると、呉服屋や小間物屋などが出張して郷里へのお土産を売りました。(「上田市誌　近現代編(２)　蚕都上田の栄光」135、136ページ上田市誌編さん委員会　平成15年3月1日信毎書籍印刷株式会社より)

既婚でもなく、子どもでもない、大人の労働者である工女たちの消費行動は羽振りが良いように感じられます。加えて、結婚前に、経済力と自由がある"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の蚕業について③" title="上田の蚕業について③" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11486">上田の蚕業について③</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11486">上田の蚕業について記された記録には、工女の消費活動についても以下のような記述があります。

工場の休日は日頃の長時間労働から解放された工女にとっては楽しいひとときで、小間物屋に寄って化粧品や小物を求めたり、呉服屋で普段着を買ったりしました。おやつの鯛焼きは工女に人気があり、休日や工場の開業前になると店先に行列ができるほどでした。(中略)常田館などのような大きな工場になると、呉服屋や小間物屋などが出張して郷里へのお土産を売りました。(「上田市誌　近現代編(２)　蚕都上田の栄光」135、136ページ上田市誌編さん委員会　平成15年3月1日信毎書籍印刷株式会社より)

既婚でもなく、子どもでもない、大人の労働者である工女たちの消費行動は羽振りが良いように感じられます。加えて、結婚前に、経済力と自由がある</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11479">86</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/518/011479.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場」上田市の蚕都としての歴史を示す、重要な遺産である常田館製糸場です。国の重要指定文化財にも指定されており、明治から大正にかけて建設された15棟もの建物が現在も保存されています。平日だということもあり、観光客らしき姿はほとんど見られませんでした。蚕都としての歴史を伝えていく為にも、より多くの人に訪れてもらえるようなＰＲが必要だと感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常田館製糸場" title="常田館製糸場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11479">常田館製糸場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11479">上田市の蚕都としての歴史を示す、重要な遺産である常田館製糸場です。国の重要指定文化財にも指定されており、明治から大正にかけて建設された15棟もの建物が現在も保存されています。平日だということもあり、観光客らしき姿はほとんど見られませんでした。蚕都としての歴史を伝えていく為にも、より多くの人に訪れてもらえるようなＰＲが必要だと感じました。</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11384">87</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/512/011384.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕種株式会社」蚕都上田歴史・文化財マップにて現存している蚕に関わる場所を巡ってみました。
五つ目は、上田蚕種株式会社です。
大正６年に建てられた、蚕都の象徴の一つである、蚕種会社です。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田蚕種株式会社" title="上田蚕種株式会社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11384">上田蚕種株式会社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11384">蚕都上田歴史・文化財マップにて現存している蚕に関わる場所を巡ってみました。
五つ目は、上田蚕種株式会社です。
大正６年に建てられた、蚕都の象徴の一つである、蚕種会社です。</a></td><td class="date">2022-11-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11232">88</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/528/011232.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「笠原工業常田館製糸場」平成24年12月28日　旧常田館製糸場施設が重要文化財として指定。
平成22年2月17日　笠原工業常田館製糸場が上田市指定文化財に指定。

明治33年（1900年）に笠原房吉によって「常田館製糸場」（屋号は〇二）は創業しました。明治以降、日本の生糸は輸出世界一の座を占有してきました。生糸の性状は原料である繭の影響を直接受けて変化します。国内最高層の木造5階建て繭倉庫、大正時代末の鉄筋コンクリート5階建て倉庫群などによって、年間を通して均等な生糸を生産した常田館製糸場は学術的にも貴重な文化財になっています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="笠原工業常田館製糸場" title="笠原工業常田館製糸場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11232">笠原工業常田館製糸場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11232">平成24年12月28日　旧常田館製糸場施設が重要文化財として指定。
平成22年2月17日　笠原工業常田館製糸場が上田市指定文化財に指定。

明治33年（1900年）に笠原房吉によって「常田館製糸場」（屋号は〇二）は創業しました。明治以降、日本の生糸は輸出世界一の座を占有してきました。生糸の性状は原料である繭の影響を直接受けて変化します。国内最高層の木造5階建て繭倉庫、大正時代末の鉄筋コンクリート5階建て倉庫群などによって、年間を通して均等な生糸を生産した常田館製糸場は学術的にも貴重な文化財になっています。</a></td><td class="date">2022-11-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10425">89</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/564/010425.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧横田家住宅について」旧横田家住宅は1800年代前半から中頃にかけて建築されたとされる武家屋敷です。横田家は、幕末から明治・大正・昭和にかけて最高裁判長や鉄道大臣等多くの秀才を生んだ家です。明治時代には世界遺産の富岡製糸場へ伝習工女として働き、製糸場の様子を記した有名な「富岡日記」を書いた横田英がここで育ちました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="旧横田家住宅について" title="旧横田家住宅について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10425">旧横田家住宅について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10425">旧横田家住宅は1800年代前半から中頃にかけて建築されたとされる武家屋敷です。横田家は、幕末から明治・大正・昭和にかけて最高裁判長や鉄道大臣等多くの秀才を生んだ家です。明治時代には世界遺産の富岡製糸場へ伝習工女として働き、製糸場の様子を記した有名な「富岡日記」を書いた横田英がここで育ちました。</a></td><td class="date">2022-10-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10411">90</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/499/010411.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「みすゞ飴上田本店」上田駅から歩いて２分のみすゞ飴本舗上田本店は、大正１３年（1924年）に建てられました。平成１９年には国指定登録有形文化財となっています。店内に入ると大正時代のクラシカルな雰囲気が楽しめます！みすず飴も美味しいので是非！"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="みすゞ飴上田本店" title="みすゞ飴上田本店" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10411">みすゞ飴上田本店</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10411">上田駅から歩いて２分のみすゞ飴本舗上田本店は、大正１３年（1924年）に建てられました。平成１９年には国指定登録有形文化財となっています。店内に入ると大正時代のクラシカルな雰囲気が楽しめます！みすず飴も美味しいので是非！</a></td><td class="date">2022-10-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10346">91</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/560/010346.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「昭和の残り香を巡る～⑤上田映劇編～」「昭和の残り香を巡る」第五回は上田映劇です。
大正6年創業の上田映劇「晴天の霹靂」という映画に使われ上田映劇の建物は劇中で「あさくさ雷門ホール」として登場する。そのころのセットがいくつか残っており「浅草ストリップ」の看板が残っております。
ロケセットを観光資源とする姿勢、なかなかユニークだと思います。
文化財級の建物でありますが、現役の映画館でもあります。ぜひ一度中に入って映画鑑賞に行きませんか？"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="昭和の残り香を巡る～⑤上田映劇編～" title="昭和の残り香を巡る～⑤上田映劇編～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10346">昭和の残り香を巡る～⑤上田映劇編～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10346">「昭和の残り香を巡る」第五回は上田映劇です。
大正6年創業の上田映劇「晴天の霹靂」という映画に使われ上田映劇の建物は劇中で「あさくさ雷門ホール」として登場する。そのころのセットがいくつか残っており「浅草ストリップ」の看板が残っております。
ロケセットを観光資源とする姿勢、なかなかユニークだと思います。
文化財級の建物でありますが、現役の映画館でもあります。ぜひ一度中に入って映画鑑賞に行きませんか？</a></td><td class="date">2022-10-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10114">92</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/378/010114.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【2022/11/3開催】「民間で始まる蚕糸業ものがたり」開催のお知らせ」　小諸市で蚕糸業について学ぶ「民間で始まる蚕糸業ものがたり」を開催します。

[第5弾移動企画シリーズ　民間で始まる蚕糸業ものがたり　【紺屋町ものがたり】　共催　紺屋町区公民館]
令和4年度小諸市市民活動促進事業　補助金活用事業
主催:特定非営利法人　糸のまち・こもろプロジェクト
後援:小諸市教育委員会/株式会社コミュニティテレビこもろ

[開催内容]
2022年11月3日(木曜日.祝日.文化の日)
13:00　受付開始
13:10-13:25　プロローグ コピーヌクラブ(バイオリンとピアノによる演奏)
13:30-15:00　講演会「蚕糸業とシルク利用の展望」講師:塚田　益裕氏(元　信州大学繊維学部　特任教授)
15:00-16:00　見学会　紺屋町歴史同好会のご案内　
蚕種蔵跡(大正6年3月設立)
平成30年度【小諸ふるさと遺産】山屋物産株式会社・勝俣浩司氏所有

[会場]
"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/378/thumbnails/010114.jpg" alt="【2022/11/3開催】「民間で始まる蚕糸業ものがたり」開催のお知らせ" title="【2022/11/3開催】「民間で始まる蚕糸業ものがたり」開催のお知らせ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10114">【2022/11/3開催】「民間で始まる蚕糸業ものがたり」開催のお知らせ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10114">　小諸市で蚕糸業について学ぶ「民間で始まる蚕糸業ものがたり」を開催します。

[第5弾移動企画シリーズ　民間で始まる蚕糸業ものがたり　【紺屋町ものがたり】　共催　紺屋町区公民館]
令和4年度小諸市市民活動促進事業　補助金活用事業
主催:特定非営利法人　糸のまち・こもろプロジェクト
後援:小諸市教育委員会/株式会社コミュニティテレビこもろ

[開催内容]
2022年11月3日(木曜日.祝日.文化の日)
13:00　受付開始
13:10-13:25　プロローグ コピーヌクラブ(バイオリンとピアノによる演奏)
13:30-15:00　講演会「蚕糸業とシルク利用の展望」講師:塚田　益裕氏(元　信州大学繊維学部　特任教授)
15:00-16:00　見学会　紺屋町歴史同好会のご案内　
蚕種蔵跡(大正6年3月設立)
平成30年度【小諸ふるさと遺産】山屋物産株式会社・勝俣浩司氏所有

[会場]
</a></td><td class="date">2022-10-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9570">93</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「現代に繋がる主導的産業の偏移について」　幕末の開港によって長野県は地域経済を世界につなげることになった。そこで長野県を国外まで広げる一翼を担ったのは生糸でした。
　長野県は外国との交流が始まると、器械製糸を取り入れ、養蚕や蚕種業の技術開発や改良に力を入れました。それで、蚕糸王国と呼ばれることになったわけです。長野県の近代のあゆみは養蚕や製糸業の盛衰に左右され長野県の命綱は、蚕糸業であったと断言して過言ではありません。
長野県の製糸業は県外や外国にまで進出し、日本の製糸の中心となります。なので、長野県内のいたるところの農家では養蚕が営まれました。
　蚕糸業は大正時代から昭和初年にかけて全盛期を迎えますが、1929年（昭和4）からの世界大恐慌の影響をうけ、製糸業を営む会社の倒産が相次ぎ、繭価の価値の大暴落のため生活を養蚕に"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="現代に繋がる主導的産業の偏移について" title="現代に繋がる主導的産業の偏移について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9570">現代に繋がる主導的産業の偏移について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9570">　幕末の開港によって長野県は地域経済を世界につなげることになった。そこで長野県を国外まで広げる一翼を担ったのは生糸でした。
　長野県は外国との交流が始まると、器械製糸を取り入れ、養蚕や蚕種業の技術開発や改良に力を入れました。それで、蚕糸王国と呼ばれることになったわけです。長野県の近代のあゆみは養蚕や製糸業の盛衰に左右され長野県の命綱は、蚕糸業であったと断言して過言ではありません。
長野県の製糸業は県外や外国にまで進出し、日本の製糸の中心となります。なので、長野県内のいたるところの農家では養蚕が営まれました。
　蚕糸業は大正時代から昭和初年にかけて全盛期を迎えますが、1929年（昭和4）からの世界大恐慌の影響をうけ、製糸業を営む会社の倒産が相次ぎ、繭価の価値の大暴落のため生活を養蚕に</a></td><td class="date">2022-08-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9435">94</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/009435.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「古い本が並ぶ風景、つい手にしてみたくなる本は？」藤本蚕業歴史館は1908年に創業した藤本蚕業の文書・書籍を収蔵する文書館です。ロッカー33基に膨大な社内文書が分類整理されています。そのロッカーの上に並べられた本の横並び感がいい。年代が総じて古い。大正期から昭和期にかけてのものが多い。蚕種製造企業でありながら、本の雑多さにまず目が行きます。

私たちが知らない大正期、昭和戦前期などの本はまさにタイムカプセル。ここにその時代を引き出す情報が詰まっているのかと思うと興味をそそられます。

これらの本の背表紙を眺めてみて、あなたがついつい手にしてみたくなる本、ありますか？"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/009435.jpg" alt="古い本が並ぶ風景、つい手にしてみたくなる本は？" title="古い本が並ぶ風景、つい手にしてみたくなる本は？" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9435">古い本が並ぶ風景、つい手にしてみたくなる本は？</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9435">藤本蚕業歴史館は1908年に創業した藤本蚕業の文書・書籍を収蔵する文書館です。ロッカー33基に膨大な社内文書が分類整理されています。そのロッカーの上に並べられた本の横並び感がいい。年代が総じて古い。大正期から昭和期にかけてのものが多い。蚕種製造企業でありながら、本の雑多さにまず目が行きます。

私たちが知らない大正期、昭和戦前期などの本はまさにタイムカプセル。ここにその時代を引き出す情報が詰まっているのかと思うと興味をそそられます。

これらの本の背表紙を眺めてみて、あなたがついつい手にしてみたくなる本、ありますか？</a></td><td class="date">2022-07-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9382">95</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/009382.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「霊泉寺温泉」上田と松本を結ぶ国道254号線から2kmほど入ったところに霊泉寺温泉があります。その道筋はかろうじて車がすれ違える程度に狭く、その先に温泉があるのだろうかと思うぐらい。途中何台かの車とすれ違いました。

温泉街についたとたん、まるで大正か昭和の時代にタイムワープしたかのような感覚にとらわれました。隠れ家的な温泉街、秘湯という形容がぴったりの温泉街です。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/009382.jpg" alt="霊泉寺温泉" title="霊泉寺温泉" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9382">霊泉寺温泉</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9382">上田と松本を結ぶ国道254号線から2kmほど入ったところに霊泉寺温泉があります。その道筋はかろうじて車がすれ違える程度に狭く、その先に温泉があるのだろうかと思うぐらい。途中何台かの車とすれ違いました。

温泉街についたとたん、まるで大正か昭和の時代にタイムワープしたかのような感覚にとらわれました。隠れ家的な温泉街、秘湯という形容がぴったりの温泉街です。</a></td><td class="date">2022-06-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9294">96</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「生糸の輸出番付について(大正14年)」2022/03/12 　場所:上田マルチメディア情報センター
話し手:糸のまち・こもろプロジェクト理事長　清水寛美

<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/wL-VAJeR7-k?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="生糸の輸出番付について(大正14年)" title="生糸の輸出番付について(大正14年)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9294">生糸の輸出番付について(大正14年)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9294">2022/03/12 　場所:上田マルチメディア情報センター
話し手:糸のまち・こもろプロジェクト理事長　清水寛美

<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/wL-VAJeR7-k?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe></a></td><td class="date">2022-06-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9077">97</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/009077.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「企画展「ご近所さんの近代遺産 原町通り編」」★<a href=https://www.city.ueda.nagano.jp/site/ikenami/>池波正太郎 真田太平記館</a>

同館で3/26～6/19の期間、企画展「ご近所さんの近代遺産～原町通りの商店編～」が開催されています。
→<a href=https://www.city.ueda.nagano.jp/site/ikenami/17924.html>企画展</a>

原町の古い写真を柱に、原町の商店とも関連する事物を展示する企画です。森田屋石森呉服店の道具、西澤書店の大正・昭和期の帳簿の束、河合薬局の衝立、「本草綱目」、各商店の色刷り広告などが展示されていました。太平記館の展示は展示会場が狭いということもあり、関連の企画展示を具体的にどのようにキュレートすればよいかのよきお手本でもあります。無理せず、原町商店街の「昔」を手際よく展示構成していました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/009077.jpg" alt="企画展「ご近所さんの近代遺産 原町通り編」" title="企画展「ご近所さんの近代遺産 原町通り編」" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9077">企画展「ご近所さんの近代遺産 原町通り編」</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9077">★<a href=https://www.city.ueda.nagano.jp/site/ikenami/>池波正太郎 真田太平記館</a>

同館で3/26～6/19の期間、企画展「ご近所さんの近代遺産～原町通りの商店編～」が開催されています。
→<a href=https://www.city.ueda.nagano.jp/site/ikenami/17924.html>企画展</a>

原町の古い写真を柱に、原町の商店とも関連する事物を展示する企画です。森田屋石森呉服店の道具、西澤書店の大正・昭和期の帳簿の束、河合薬局の衝立、「本草綱目」、各商店の色刷り広告などが展示されていました。太平記館の展示は展示会場が狭いということもあり、関連の企画展示を具体的にどのようにキュレートすればよいかのよきお手本でもあります。無理せず、原町商店街の「昔」を手際よく展示構成していました。</a></td><td class="date">2022-06-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8941">98</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/455/008941.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「みすゞ飴本舗 飯島商店で歴史を感じる」上田駅から徒歩3分程度にある、みすゞ飴本舗 飯島商店 上田本店に初めて行ってきました。
本店は大正モダンな雰囲気で、みすず飴やジャムが販売されていました。みすず飴の他にも大正時代のものと思われる道具、花岡塗という上田市特有の漆工芸品が展示されていました。
ショーケースにはみすず飴が展示されており、宝石のような輝きを放っていました。上田市民ですが、みすず飴がこんなに綺麗なものだとは思っていなかったので驚きでした。

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

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

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

みすず飴本舗専用の駐車場</a></td><td class="date">2022-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8852">99</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/008852.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「飯山のマンホール、一本杖スキー」いつ頃からかマンホールカードが大ブレークし、全国でコレクターが急増しました。私もその恩恵を受けて飯山駅の観光案内所でマンホールカードをゲットしました。さらにこのキーホルダーを購入しました。

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

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

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

カードの裏側には一本杖スキーの歴史についての解説があります。最初にこの地に伝わったスキーが一本杖スキーで大正初期まで盛んであったとのこと。子供が被っているのが「みのぼうし」で、これは昭和30年代まで利用されていたとのこと。なるほど、です。</a></td><td class="date">2022-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8849">100</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/008849_0023_002.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「『朧月夜』と飯山」飯山の菜の花公園に『朧月夜』の石碑があります。
髙野辰之作詞、岡野貞一作曲。Wikipediaによると『朧月夜』が音楽の教科書に載ったのは、1914年(大正3年)『尋常小学校第六学年』の検定教科書とのこと。高野辰之がこの辺りの菜の花畑の情景をモチーフにしたのではないかと推察されています。

髙野・岡野コンビによる唱歌はいくつもあります。『春が来た』『春の小川』『紅葉』『故郷』。地域や世代を超えて永遠に受け継がれる音楽遺産を私たちに残してくれました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/008849_0023_002.jpg" alt="『朧月夜』と飯山" title="『朧月夜』と飯山" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8849">『朧月夜』と飯山</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8849">飯山の菜の花公園に『朧月夜』の石碑があります。
髙野辰之作詞、岡野貞一作曲。Wikipediaによると『朧月夜』が音楽の教科書に載ったのは、1914年(大正3年)『尋常小学校第六学年』の検定教科書とのこと。高野辰之がこの辺りの菜の花畑の情景をモチーフにしたのではないかと推察されています。

髙野・岡野コンビによる唱歌はいくつもあります。『春が来た』『春の小川』『紅葉』『故郷』。地域や世代を超えて永遠に受け継がれる音楽遺産を私たちに残してくれました。</a></td><td class="date">2022-05-05</td></tr></table><div class="pagenavi">  <a class="arrow" title="Page 1" href="?c=&t=&s=大正&all=&n=&r=&v=1">≪</a>  <span class="current">1</span>  <a class="page" title="Page 2" href="?c=&t=&s=大正&all=&n=&r=&v=2">2</a>  <a class="page" title="Page 3" href="?c=&t=&s=大正&all=&n=&r=&v=3">3</a>  <a class="arrow" title="Page 3" href="?c=&t=&s=大正&all=&n=&r=&v=3">≫</a></div></div>
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					<ul><li><a href="?c=&s=歴史">歴史(21)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市">上田市(18)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市公文書館">上田市公文書館(11)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木志津衛">鈴木志津衛(11)</a></li><li><a href="?c=&s=文書">文書(10)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木江南">鈴木江南(10)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸業">蚕糸業(9)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田時報">西塩田時報(9)</a></li><li><a href="?c=&s=大正時代">大正時代(8)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕都上田">蚕都上田(7)</a></li><li><a href="?c=&s=公文書">公文書(7)</a></li><li><a href="?c=&s=近代">近代(7)</a></li><li><a href="?c=&s=別所温泉">別所温泉(7)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕">蚕(6)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造">蚕種製造(5)</a></li><li><a href="?c=&s=みすゞ飴本舗">みすゞ飴本舗(4)</a></li><li><a href="?c=&s=みすゞ飴">みすゞ飴(4)</a></li><li><a href="?c=&s=大正">大正(4)</a></li><li><a href="?c=&s=地図">地図(4)</a></li><li><a href="?c=&s=地域史">地域史(4)</a></li><li><a href="?c=&s=常田">常田(4)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕都">蚕都(4)</a></li><li><a href="?c=&s=泉田村">泉田村(4)</a></li><li><a href="?c=&s=上田">上田(4)</a></li><li><a href="?c=&s=飯島商店">飯島商店(3)</a></li><li><a href="?c=&s=食">食(3)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県">長野県(3)</a></li><li><a href="?c=&s=製糸">製糸(3)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルアーカイブ">デジタルアーカイブ(3)</a></li><li><a href="?c=&s=信州上田学">信州上田学(3)</a></li><li><a href="?c=&s=上田蚕種">上田蚕種(3)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種">蚕種(3)</a></li><li><a href="?c=&s=明治時代">明治時代(3)</a></li><li><a href="?c=&s=地域">地域(3)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕業">養蚕業(3)</a></li><li><a href="?c=&s=別所線">別所線(3)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸">小諸(3)</a></li><li><a href="?c=&s=上田映劇">上田映劇(3)</a></li><li><a href="?c=&s=飯山市">飯山市(3)</a></li><li><a href="?c=&s=街歩き">街歩き(3)</a></li><li><a href="?c=&s=昭和初期">昭和初期(2)</a></li><li><a href="?c=&s=着物">着物(2)</a></li><li><a href="?c=&s=まちあるき">まちあるき(2)</a></li><li><a href="?c=&s=四季のジャム">四季のジャム(2)</a></li><li><a href="?c=&s=栃木県">栃木県(2)</a></li><li><a href="?c=&s=肉">肉(2)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術">農民美術(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸業史">蚕糸業史(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸王国">蚕糸王国(2)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃国">信濃国(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田町">上田町(2)</a></li><li><a href="?c=&s=郷土史">郷土史(2)</a></li><li><a href="?c=&s=産業史">産業史(2)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕">養蚕(2)</a></li><li><a href="?c=&s=山本鼎">山本鼎(2)</a></li><li><a href="?c=&s=勝俣英吉郎">勝俣英吉郎(2)</a></li><li><a href="?c=&s=常田館製糸場">常田館製糸場(2)</a></li><li><a href="?c=&s=時報">時報(2)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田地区振興会">西塩田地区振興会(2)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田青年団">西塩田青年団(2)</a></li><li><a href="?c=&s=別所村">別所村(2)</a></li><li><a href="?c=&s=海野町商店街">海野町商店街(2)</a></li><li><a href="?c=&s=海野町">海野町(2)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史的建造物">歴史的建造物(2)</a></li><li><a href="?c=&s=別所温泉駅">別所温泉駅(2)</a></li><li><a href="?c=&s=温泉">温泉(2)</a></li><li><a href="?c=&s=渋沢栄一">渋沢栄一(2)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸唱歌">小諸唱歌(2)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸市">小諸市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=グルメ">グルメ(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田の歴史">上田の歴史(2)</a></li><li><a href="?c=&s=近代史">近代史(2)</a></li><li><a href="?c=&s=マンホール">マンホール(2)</a></li><li><a href="?c=&s=スキー">スキー(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地域文化">地域文化(2)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本蚕業歴史館">藤本蚕業歴史館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=千曲市">千曲市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=橋">橋(2)</a></li><li><a href="?c=&s=探索">探索(2)</a></li><li><a href="?c=&s=フィールドワーク">フィールドワーク(2)</a></li><li><a href="?c=&s=深程">深程(2)</a></li><li><a href="?c=&s=石碑">石碑(2)</a></li><li><a href="?c=&s=一般公衆浴場">一般公衆浴場(2)</a></li><li><a href="?c=&s=銭湯">銭湯(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地名">地名(2)</a></li><li><a href="?c=&s=須坂市">須坂市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=クラシック美術館">クラシック美術館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蔵の街">蔵の街(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岡信孝">岡信孝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=須坂駅">須坂駅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史スポット">歴史スポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日本画家">日本画家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州">信州(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大正ガラス">大正ガラス(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駅近">駅近(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国産果実">国産果実(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お菓子専門店">お菓子専門店(1)</a></li><li><a href="?c=&s=和洋生菓子">和洋生菓子(1)</a></li><li><a href="?c=&s=安心安全">安心安全(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石目造りの壁">石目造りの壁(1)</a></li><li><a href="?c=&s=道標">道標(1)</a></li><li><a href="?c=&s=別所街道">別所街道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=保野">保野(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石">石(1)</a></li><li><a href="?c=&s=保野青年會">保野青年會(1)</a></li><li><a href="?c=&s=街道">街道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=散歩">散歩(1)</a></li><li><a href="?c=&s=道端">道端(1)</a></li><li><a href="?c=&s=栃木市">栃木市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=湊町">湊町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=観光">観光(1)</a></li><li><a href="?c=&s=美味しい">美味しい(1)</a></li><li><a href="?c=&s=加工品">加工品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国産">国産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=工芸">工芸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=栄屋工芸店">栄屋工芸店(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田老舗図鑑">上田老舗図鑑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=変遷">変遷(1)</a></li><li><a href="?c=&s=古地図">古地図(1)</a></li><li><a href="?c=&s=老舗">老舗(1)</a></li><li><a href="?c=&s=名家">名家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=店舗">店舗(1)</a></li><li><a href="?c=&s=まちなか">まちなか(1)</a></li><li><a href="?c=&s=滝澤主税">滝澤主税(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県地名研究所">長野県地名研究所(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小山一平">小山一平(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桑">桑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=栽桑">栽桑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桑苗">桑苗(1)</a></li><li><a href="?c=&s=八十二銀行上田支店">八十二銀行上田支店(1)</a></li><li><a href="?c=&s=第十九国立銀行">第十九国立銀行(1)</a></li><li><a href="?c=&s=黒沢鷹次郎">黒沢鷹次郎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸">蚕糸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃">信濃(1)</a></li><li><a href="?c=&s=製糸業">製糸業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生糸">生糸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=画像">画像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術運動">農民美術運動(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農村">農村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=こっぱ人形">こっぱ人形(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尾澤木彫美術館">尾澤木彫美術館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尾澤敏春">尾澤敏春(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尾澤千春">尾澤千春(1)</a></li><li><a href="?c=&s=神川">神川(1)</a></li><li><a href="?c=&s=工芸品">工芸品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木工品">木工品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=美術館">美術館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=神川小学校">神川小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=自由画">自由画(1)</a></li><li><a href="?c=&s=自由画運動">自由画運動(1)</a></li><li><a href="?c=&s=絵画">絵画(1)</a></li><li><a href="?c=&s=児童画">児童画(1)</a></li><li><a href="?c=&s=竜丘小学校">竜丘小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市マルチメディア情報センター">上田市マルチメディア情報センター(1)</a></li><li><a href="?c=&s=洋風建築">洋風建築(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕の卵">蚕の卵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種同業組合沿革史草稿">蚕種同業組合沿革史草稿(1)</a></li><li><a href="?c=&s=中島精一">中島精一(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種同業組合">蚕種同業組合(1)</a></li><li><a href="?c=&s=野球">野球(1)</a></li><li><a href="?c=&s=野球場">野球場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田城跡公園野球場">上田城跡公園野球場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鉄筋コンクリート造">鉄筋コンクリート造(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高校野球">高校野球(1)</a></li><li><a href="?c=&s=銅像">銅像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市体育協会">上田市体育協会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=体育施設">体育施設(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田社会大学">上田社会大学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生涯学習">生涯学習(1)</a></li><li><a href="?c=&s=社会教育">社会教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=教育">教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=佐藤尾之七">佐藤尾之七(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日本博覧図">日本博覧図(1)</a></li><li><a href="?c=&s=銅版画">銅版画(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域資料">地域資料(1)</a></li><li><a href="?c=&s=展望台">展望台(1)</a></li><li><a href="?c=&s=工場">工場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=明治">明治(1)</a></li><li><a href="?c=&s=製糸場">製糸場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=繭">繭(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=鉄筋コンクリート">鉄筋コンクリート(1)</a></li><li><a href="?c=&s=雑草">雑草(1)</a></li><li><a href="?c=&s=西上田時報">西上田時報(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地籍図">地籍図(1)</a></li><li><a href="?c=&s=常磐城">常磐城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=常磐城村">常磐城村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=字">字(1)</a></li><li><a href="?c=&s=字界">字界(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大正館えんぎや">大正館えんぎや(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧大正館えんぎや">旧大正館えんぎや(1)</a></li><li><a href="?c=&s=居酒屋">居酒屋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松尾町">松尾町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松尾町商店街">松尾町商店街(1)</a></li><li><a href="?c=&s=商店街">商店街(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田坂">真田坂(1)</a></li><li><a href="?c=&s=海野町通り">海野町通り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=製紙業　富士市　和紙">製紙業　富士市　和紙(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田駅">上田駅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=五階鉄筋繭倉庫">五階鉄筋繭倉庫(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田蚕種協業組合事務棟">上田蚕種協業組合事務棟(1)</a></li><li><a href="?c=&s=海野町史">海野町史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=萬葉集">萬葉集(1)</a></li><li><a href="?c=&s=和漢書">和漢書(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸図書館">小諸図書館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=探究計画">探究計画(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鉄道">鉄道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松本市">松本市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=未成線">未成線(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文化財">文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=産業">産業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種業">蚕種業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国指定登録有形文化財">国指定登録有形文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=建築">建築(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市公文書館展示">上田市公文書館展示(1)</a></li><li><a href="?c=&s=展示">展示(1)</a></li><li><a href="?c=&s=公文書館">公文書館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=原本">原本(1)</a></li><li><a href="?c=&s=資料">資料(1)</a></li><li><a href="?c=&s=人物伝">人物伝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市史">上田市史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=レトロ駅">レトロ駅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田染谷丘高等学校">上田染谷丘高等学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=市街地">市街地(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃柳町">＃柳町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃名水">＃名水(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃歴史">＃歴史(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=とんかつ">とんかつ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=こぶたや">こぶたや(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ランチ">ランチ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=定食">定食(1)</a></li><li><a href="?c=&s=探求テーマ">探求テーマ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=あんかけ焼きそば">あんかけ焼きそば(1)</a></li><li><a href="?c=&s=名産">名産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お腹いっぱい">お腹いっぱい(1)</a></li><li><a href="?c=&s=家族で">家族で(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田街道">真田街道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=食事処">食事処(1)</a></li><li><a href="?c=&s=忠魂碑">忠魂碑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=紀念碑">紀念碑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=慰霊碑">慰霊碑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=乃木大将">乃木大将(1)</a></li><li><a href="?c=&s=乃木希典">乃木希典(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市映画館">上田市映画館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=金融">金融(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田電鉄別所線">上田電鉄別所線(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田電鉄株式会社">上田電鉄株式会社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山ノ内町">山ノ内町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駅舎">駅舎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松井須磨子">松井須磨子(1)</a></li><li><a href="?c=&s=カミヲリモノ">カミヲリモノ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=キリガミザイク">キリガミザイク(1)</a></li><li><a href="?c=&s=チエノイロイタ">チエノイロイタ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=壬辰舎">壬辰舎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=サイクモノ">サイクモノ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=キリヌキ細工">キリヌキ細工(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田小県">上田小県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近現代史">近現代史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田小県近現代史研究会">上田小県近現代史研究会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ブックレット">ブックレット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=感染症">感染症(1)</a></li><li><a href="?c=&s=パンデミック">パンデミック(1)</a></li><li><a href="?c=&s=スペイン風邪">スペイン風邪(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菜の花公園">菜の花公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菜の花">菜の花(1)</a></li><li><a href="?c=&s=朧月夜">朧月夜(1)</a></li><li><a href="?c=&s=唱歌">唱歌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岡野貞一">岡野貞一(1)</a></li><li><a href="?c=&s=髙野辰之">髙野辰之(1)</a></li><li><a href="?c=&s=一本杖スキー">一本杖スキー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=キーホルダー">キーホルダー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=マンホールカード">マンホールカード(1)</a></li><li><a href="?c=&s=スポーツ">スポーツ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お土産">お土産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=レトロ">レトロ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大正モダン">大正モダン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ジャム">ジャム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=みすず飴">みすず飴(1)</a></li><li><a href="?c=&s=池波正太郎真田太平記館">池波正太郎真田太平記館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=写真">写真(1)</a></li><li><a href="?c=&s=原町">原町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=古書">古書(1)</a></li><li><a href="?c=&s=書籍">書籍(1)</a></li><li><a href="?c=&s=民間で始まる蚕糸業ものがたり">民間で始まる蚕糸業ものがたり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=イベント">イベント(1)</a></li><li><a href="?c=&s=講演会">講演会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=昭和">昭和(1)</a></li><li><a href="?c=&s=笠原工業常田館製糸場">笠原工業常田館製糸場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃上田">＃上田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃蚕都上田">＃蚕都上田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃上田蚕種協業組合">＃上田蚕種協業組合(1)</a></li><li><a href="?c=&s=#上田市">#上田市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=#常田毘沙門堂">#常田毘沙門堂(1)</a></li><li><a href="?c=&s=miniDV">miniDV(1)</a></li><li><a href="?c=&s=記録映像">記録映像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ビデオテープ">ビデオテープ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=一次資料">一次資料(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田マルチメディア情報センター">上田マルチメディア情報センター(1)</a></li><li><a href="?c=&s=情報">情報(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田鯉">塩田鯉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市">長野市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=篠ノ井">篠ノ井(1)</a></li><li><a href="?c=&s=町報">町報(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田映画劇場">上田映画劇場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田劇場">上田劇場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=芸術文化活動">芸術文化活動(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鹿沼市">鹿沼市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=馬力神">馬力神(1)</a></li><li><a href="?c=&s=栃木">栃木(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鹿沼">鹿沼(1)</a></li><li><a href="?c=&s=無量寿院">無量寿院(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鑁阿寺">鑁阿寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=足利氏">足利氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鎌倉時代">鎌倉時代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国宝">国宝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大日様">大日様(1)</a></li><li><a href="?c=&s=足利義兼">足利義兼(1)</a></li><li><a href="?c=&s=足利義氏">足利義氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=炊飯器">炊飯器(1)</a></li><li><a href="?c=&s=料理屋">料理屋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お寿司屋さん">お寿司屋さん(1)</a></li><li><a href="?c=&s=うなぎ屋さん">うなぎ屋さん(1)</a></li><li><a href="?c=&s=裁縫教室">裁縫教室(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃裁縫女学校（現長野女子高校）">信濃裁縫女学校（現長野女子高校）(1)</a></li><li><a href="?c=&s=雛形">雛形(1)</a></li><li><a href="?c=&s=企業">企業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕業">蚕業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻">上塩尻(1)</a></li><li><a href="?c=&s=DX">DX(1)</a></li><li><a href="?c=&s=Zoom">Zoom(1)</a></li><li><a href="?c=&s=倉澤家蚕室">倉澤家蚕室(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日の出町">日の出町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=宮桜の湯">宮桜の湯(1)</a></li><li><a href="?c=&s=酒">酒(1)</a></li><li><a href="?c=&s=薬">薬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧北国街道">旧北国街道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=保命水">保命水(1)</a></li><li><a href="?c=&s=柳町">柳町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=富士山">富士山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=北海道新聞">北海道新聞(1)</a></li><li><a href="?c=&s=常田製糸場">常田製糸場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=寺下">寺下(1)</a></li><li><a href="?c=&s=神畑">神畑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=西丸子線">西丸子線(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田電鉄">上田電鉄(1)</a></li><li><a href="?c=&s=下之郷駅">下之郷駅(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=観光、日本遺産、歴史">観光、日本遺産、歴史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=東長倉村">東長倉村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=道路元標">道路元標(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">
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<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: '127177',
					name: '上田蚕種協業組合',
					lat: 36.394661702097636,
					lng: 138.2607936859131,
					contents: '<a href="?c=&p=127177">上田蚕種協業組合</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127098',
					name: '【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～大正期編～',
					lat: 36.40676961717424,
					lng: 138.25173959273704,
					contents: '<a href="?c=&p=127098">【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～大正期編～</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127083',
					name: 'マンホール：飯山市',
					lat: 36.85406463790287,
					lng: 138.36146783427867,
					contents: '<a href="?c=&p=127083">マンホール：飯山市</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127033',
					name: '軽井澤町道路元標',
					lat: 36.34393035085409,
					lng: 138.60844284296036,
					contents: '<a href="?c=&p=127033">軽井澤町道路元標</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: '126891',
					name: '西丸子線',
					lat: 36.36314122683836,
					lng: 138.21726946075762,
					contents: '<a href="?c=&p=126891">西丸子線</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126815',
					name: '神畑',
					lat: 36.37781440991257,
					lng: 138.2169737171236,
					contents: '<a href="?c=&p=126815">神畑</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126814',
					name: '寺下',
					lat: 36.383857986601406,
					lng: 138.2162562521528,
					contents: '<a href="?c=&p=126814">寺下</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126801',
					name: '常田館製糸場',
					lat: 36.39378944436183,
					lng: 138.25502157211304,
					contents: '<a href="?c=&p=126801">常田館製糸場</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126459',
					name: '保明水',
					lat: 36.40662834884006,
					lng: 138.25325064361095,
					contents: '<a href="?c=&p=126459">保明水</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126280',
					name: '【上田市の銭湯】②宮桜の湯',
					lat: 36.39323672152236,
					lng: 138.2597315311432,
					contents: '<a href="?c=&p=126280">【上田市の銭湯】②宮桜の湯</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125977',
					name: '別所温泉駅',
					lat: 36.353186827363295,
					lng: 138.16185275181883,
					contents: '<a href="?c=&p=125977">別所温泉駅</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125469',
					name: '藤本蚕業/史料を見合おう会10/22',
					lat: 36.417436254195515,
					lng: 138.21646213531494,
					contents: '<a href="?c=&p=125469">藤本蚕業/史料を見合おう会10/22</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55372',
					name: '現役の蚕種製造企業：上田蚕種株式会社',
					lat: 36.394668179222435,
					lng: 138.26089292764664,
					contents: '<a href="?c=&p=55372">現役の蚕種製造企業：上田蚕種株式会社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55267',
					name: '無量寿院の石碑たち',
					lat: 36.4986516,
					lng: 139.7062583,
					contents: '<a href="?c=&p=55267">無量寿院の石碑たち</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55265',
					name: '馬力神',
					lat: 36.4986319,
					lng: 139.7077848,
					contents: '<a href="?c=&p=55265">馬力神</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55213',
					name: '番外編：湯の橋',
					lat: 36.48459984631915,
					lng: 138.14183858546573,
					contents: '<a href="?c=&p=55213">番外編：湯の橋</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55212',
					name: '大正橋',
					lat: 36.487626176028506,
					lng: 138.14457893371582,
					contents: '<a href="?c=&p=55212">大正橋</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55188',
					name: '上田映劇',
					lat: 36.399315164010254,
					lng: 138.25373657775023,
					contents: '<a href="?c=&p=55188">上田映劇</a>'
			 }, 
					  {
					id: '42651',
					name: '上田市マルチメディア情報センター',
					lat: 36.363833112529235,
					lng: 138.23684692382812,
					contents: '<a href="?c=&p=42651">上田市マルチメディア情報センター</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11580',
					name: '上塩尻における養蚕業①',
					lat: 36.41730390087524,
					lng: 138.2085652311149,
					contents: '<a href="?c=&p=11580">上塩尻における養蚕業①</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11529',
					name: '上田蚕種協業組合',
					lat: 36.39466170209766,
					lng: 138.260777592659,
					contents: '<a href="?c=&p=11529">上田蚕種協業組合</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11496',
					name: '五階鉄筋繭倉庫',
					lat: 36.39375921743313,
					lng: 138.25504302978516,
					contents: '<a href="?c=&p=11496">五階鉄筋繭倉庫</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11479',
					name: '常田館製糸場',
					lat: 36.39666094898851,
					lng: 138.25455486774445,
					contents: '<a href="?c=&p=11479">常田館製糸場</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10411',
					name: 'みすゞ飴上田本店',
					lat: 36.398066436266824,
					lng: 138.25027137994766,
					contents: '<a href="?c=&p=10411">みすゞ飴上田本店</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10346',
					name: '昭和の残り香を巡る～⑤上田映劇編～',
					lat: 36.39926599818815,
					lng: 138.25375071212332,
					contents: '<a href="?c=&p=10346">昭和の残り香を巡る～⑤上田映劇編～</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9435',
					name: '古い本が並ぶ風景、つい手にしてみたくなる本は？',
					lat: 36.41744488783072,
					lng: 138.21648091077805,
					contents: '<a href="?c=&p=9435">古い本が並ぶ風景、つい手にしてみたくなる本は？</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9382',
					name: '霊泉寺温泉',
					lat: 36.29513535603092,
					lng: 138.1732302904129,
					contents: '<a href="?c=&p=9382">霊泉寺温泉</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9077',
					name: '企画展「ご近所さんの近代遺産 原町通り編」',
					lat: 36.40309218781202,
					lng: 138.253758853825,
					contents: '<a href="?c=&p=9077">企画展「ご近所さんの近代遺産 原町通り編」</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8941',
					name: 'みすゞ飴本舗 飯島商店で歴史を感じる',
					lat: 36.398066436266824,
					lng: 138.25027137994766,
					contents: '<a href="?c=&p=8941">みすゞ飴本舗 飯島商店で歴史を感じる</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8852',
					name: '飯山のマンホール、一本杖スキー',
					lat: 36.844662712134706,
					lng: 138.3593721443222,
					contents: '<a href="?c=&p=8852">飯山のマンホール、一本杖スキー</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8849',
					name: '『朧月夜』と飯山',
					lat: 36.88194080752117,
					lng: 138.40779878810253,
					contents: '<a href="?c=&p=8849">『朧月夜』と飯山</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>


