<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php</b> on line <b>39</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>51</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>52</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>53</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>55</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_attribute" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>63</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>64</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>65</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>66</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>67</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tag" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>99</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "t" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>110</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "all" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>112</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "n" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>113</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "r" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>114</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "v" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>122</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "kanrino_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>138</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "title_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>139</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tourokudate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>140</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueibasyo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>141</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueidate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>142</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "seireki_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>143</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sikityo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>144</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "ookisa_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>145</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "syozousya_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>146</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sankoubunken_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>147</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tikucode_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>148</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sagyobi_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>149</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $key_reg in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function_searchtop.php</b> on line <b>57</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>258</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>260</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>287</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>297</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>303</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>309</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_account" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>585</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<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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　私は、「全国で一つ」や「県内国宝第一号」など観光客にとって魅力的な肩書が多いと感じた。凝った建築と森林の中の佇まいによりその肩書に負けない壮大な雰囲気がある。</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127126">4</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/748/127126_0023_003.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中禅寺」中禅寺は、塩田平に仏教文化が根付いた時期を示す建築などがあるお寺だ。敷地はさほど広くないものの、薬師堂や如来坐像など、みるべきものが多い。
また、枯山水の庭も美しく、私が行った時には雪がうっすらとかかっていて風情があった。東屋もあるので、庭を見ながらくつろぐのもいいだろう、"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="中禅寺" title="中禅寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127126">中禅寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127126">中禅寺は、塩田平に仏教文化が根付いた時期を示す建築などがあるお寺だ。敷地はさほど広くないものの、薬師堂や如来坐像など、みるべきものが多い。
また、枯山水の庭も美しく、私が行った時には雪がうっすらとかかっていて風情があった。東屋もあるので、庭を見ながらくつろぐのもいいだろう、</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127118">5</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/803/127118.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺の三重塔」安楽寺の三重塔は国宝に指定されている。１２９０年頃建てられたといわれており日本最古の禅宗様建築とされる。山奥にどっしりと構えておりまさに別所温泉の歴史の象徴のような存在である。温泉街を訪れる人たちの多くが国宝を一目見ようやってくる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺の三重塔" title="安楽寺の三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127118">安楽寺の三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127118">安楽寺の三重塔は国宝に指定されている。１２９０年頃建てられたといわれており日本最古の禅宗様建築とされる。山奥にどっしりと構えておりまさに別所温泉の歴史の象徴のような存在である。温泉街を訪れる人たちの多くが国宝を一目見ようやってくる。</a></td><td class="date">2024-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127100">6</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/688/127100.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～」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。ですが最盛期には、なんと24軒もの銭湯がありました。昔は市街地ではお風呂のある家庭は一般的ではなく、農村部のお百姓さんの家、どこかの大富豪の社長さんの家など、限られた家庭にしかありませんでした。そこで、「浴場業（銭湯）」という一つの業種が確立されたんですね。今回は、上田市の銭湯を研究するための必読書、「史的ニ上田（15）上田の銭湯」という文献をご紹介します。
（画像は、文中にも登場する中央3丁目（松原町）の「竹の"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～" title="【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127100">【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127100">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。ですが最盛期には、なんと24軒もの銭湯がありました。昔は市街地ではお風呂のある家庭は一般的ではなく、農村部のお百姓さんの家、どこかの大富豪の社長さんの家など、限られた家庭にしかありませんでした。そこで、「浴場業（銭湯）」という一つの業種が確立されたんですね。今回は、上田市の銭湯を研究するための必読書、「史的ニ上田（15）上田の銭湯」という文献をご紹介します。
（画像は、文中にも登場する中央3丁目（松原町）の「竹の</a></td><td class="date">2024-02-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127072">7</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/705/127072.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「甘味処　雪屋　Conco」町の中心にありながらひっそりと佇む８０年以上年前に建築された三軒長屋古民家。その一軒をリノベーションした古民家甘味処で和モダンなお店である。天神商店街の活性化のため、雪屋Concoでは地元産物の一部を使用している。雪屋は第七回信州上田うまいもんスタンプラリーの参加店であり商工会議所との連携を行い上田の町おこしを支える活動を行っている飲食店である。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="甘味処　雪屋　Conco" title="甘味処　雪屋　Conco" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127072">甘味処　雪屋　Conco</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127072">町の中心にありながらひっそりと佇む８０年以上年前に建築された三軒長屋古民家。その一軒をリノベーションした古民家甘味処で和モダンなお店である。天神商店街の活性化のため、雪屋Concoでは地元産物の一部を使用している。雪屋は第七回信州上田うまいもんスタンプラリーの参加店であり商工会議所との連携を行い上田の町おこしを支える活動を行っている飲食店である。</a></td><td class="date">2024-02-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127052">8</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/708/127052.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【第7回】ルートイングループ本部建設予定地」上田駅お城口からまっすぐ原町方面へ向かった上田信金原町支店の目の前に広大な更地がある。ここに第2回で紹介したルートイングループ長野本部が移転してくるようだ。地上3階建てで、建築計画を見ると普通の建物と違った凝った建物にも見える。上田駅前にルートインの関連施設が増え、ルートイン発祥の地としてふさわしい街になるのではないか。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="【第7回】ルートイングループ本部建設予定地" title="【第7回】ルートイングループ本部建設予定地" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127052">【第7回】ルートイングループ本部建設予定地</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127052">上田駅お城口からまっすぐ原町方面へ向かった上田信金原町支店の目の前に広大な更地がある。ここに第2回で紹介したルートイングループ長野本部が移転してくるようだ。地上3階建てで、建築計画を見ると普通の建物と違った凝った建物にも見える。上田駅前にルートインの関連施設が増え、ルートイン発祥の地としてふさわしい街になるのではないか。</a></td><td class="date">2024-02-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127041">9</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/127041.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「梅花幼稚園2008/06/22」2008/06/22の記録。
梅花幼稚園は上田市内にあるキリスト教主義の幼稚園です。1900年に開設されました。現在の園舎は1903年に建てられた歴史的建築です。現存する全国の幼稚園の園舎の中では大阪市立愛珠幼稚園の園舎(1901年竣工)に次いで日本で２番目に古い園舎です。幼稚園の隣には蚕糸業の発展に貢献した三吉米熊(1860-1927)邸があり、クリスチャンでもあった三吉米熊は梅花幼稚園との関わりもあったようです。蚕糸業で古くから栄えた上田の歴史を物語る歴史的スポットです。


参考資料：
学校法人梅花学園梅花幼稚園http://www.baikayouchien.com/
Wikipedia:大阪市立愛珠幼稚園 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%84%9B%E7%8F%A0%E5%B9%BC%E7%A8%9A%E5%9C%92"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127041.jpg" alt="梅花幼稚園2008/06/22" title="梅花幼稚園2008/06/22" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127041">梅花幼稚園2008/06/22</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127041">2008/06/22の記録。
梅花幼稚園は上田市内にあるキリスト教主義の幼稚園です。1900年に開設されました。現在の園舎は1903年に建てられた歴史的建築です。現存する全国の幼稚園の園舎の中では大阪市立愛珠幼稚園の園舎(1901年竣工)に次いで日本で２番目に古い園舎です。幼稚園の隣には蚕糸業の発展に貢献した三吉米熊(1860-1927)邸があり、クリスチャンでもあった三吉米熊は梅花幼稚園との関わりもあったようです。蚕糸業で古くから栄えた上田の歴史を物語る歴史的スポットです。


参考資料：
学校法人梅花学園梅花幼稚園http://www.baikayouchien.com/
Wikipedia:大阪市立愛珠幼稚園 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%84%9B%E7%8F%A0%E5%B9%BC%E7%A8%9A%E5%9C%92</a></td><td class="date">2024-02-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127029">10</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/717/127029.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前山寺三重塔」塩田城の鬼門に位置している、前山寺の中にある塔。写真を見てわかるように、とても整っていて、美しさを感じられる塔なのだが、なんと未完成らしい。どうやら、廻廊など足りない部分があるらしいため、「未完成の完成塔」と言われているそうだ。一見、どこが未完なのかは本当に分からない。なので、ぜひ自分の目で見て確かめてはどうだろうか。日本遺産になっているのは三重塔だが、他の建築物も素晴らしく、茅葺き屋根の本堂はとても大きく、迫力を感じられる。私が見てきた茅葺き屋根の建築物の中では、ダントツで大きいと思ったので、それも兼ねて見学することをおすすめする。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="前山寺三重塔" title="前山寺三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127029">前山寺三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127029">塩田城の鬼門に位置している、前山寺の中にある塔。写真を見てわかるように、とても整っていて、美しさを感じられる塔なのだが、なんと未完成らしい。どうやら、廻廊など足りない部分があるらしいため、「未完成の完成塔」と言われているそうだ。一見、どこが未完なのかは本当に分からない。なので、ぜひ自分の目で見て確かめてはどうだろうか。日本遺産になっているのは三重塔だが、他の建築物も素晴らしく、茅葺き屋根の本堂はとても大きく、迫力を感じられる。私が見てきた茅葺き屋根の建築物の中では、ダントツで大きいと思ったので、それも兼ねて見学することをおすすめする。</a></td><td class="date">2024-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126956">11</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/773/126956.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長野の観光地の持続性　長福寺」長福寺には信州夢殿や菩薩像などがあり、それは昭和17年からできていたとされる。その建築方法は奈良の物を使用するといった当時の匠の技がたくさん施されていて、昭和を代表する建築ということが分かった。また観音像は菩薩立像とも言うが、法隆寺にならい救世観音という。
とても歴史を感じる建築で、その当時の文化や歴史が直接伝わってきたような気がした。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="長野の観光地の持続性　長福寺" title="長野の観光地の持続性　長福寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126956">長野の観光地の持続性　長福寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126956">長福寺には信州夢殿や菩薩像などがあり、それは昭和17年からできていたとされる。その建築方法は奈良の物を使用するといった当時の匠の技がたくさん施されていて、昭和を代表する建築ということが分かった。また観音像は菩薩立像とも言うが、法隆寺にならい救世観音という。
とても歴史を感じる建築で、その当時の文化や歴史が直接伝わってきたような気がした。</a></td><td class="date">2024-02-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126907">12</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/720/126907.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所」この蚕保管場所は4階の建物に見えるが実際は5階立てだという。中は風通しを良くする面から窓が特徴的だったり、床に秘密が隠されたりしているそうだ。今回の訪問時は見学できなかったが春以降、見学ができるようになったらまた視察にきたい。現在の建築物で木造5階建ての建物は珍しいという。とても大きく迫力のある建物だった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所" title="蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126907">蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126907">この蚕保管場所は4階の建物に見えるが実際は5階立てだという。中は風通しを良くする面から窓が特徴的だったり、床に秘密が隠されたりしているそうだ。今回の訪問時は見学できなかったが春以降、見学ができるようになったらまた視察にきたい。現在の建築物で木造5階建ての建物は珍しいという。とても大きく迫力のある建物だった。</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126861">13</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/748/126861.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長福寺」生島足島神社のすぐ隣にあります

平安時代に建てられた、歴史あるお寺です
端には八角のお寺、「信州夢殿」があります
信州夢殿は奈良法隆寺の夢殿の完全二分の一写しです
奈良時代の瓦を使うなど、職人の技が詰まった建築です"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="長福寺" title="長福寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126861">長福寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126861">生島足島神社のすぐ隣にあります

平安時代に建てられた、歴史あるお寺です
端には八角のお寺、「信州夢殿」があります
信州夢殿は奈良法隆寺の夢殿の完全二分の一写しです
奈良時代の瓦を使うなど、職人の技が詰まった建築です</a></td><td class="date">2024-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126847">14</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺」境内の奥にたたずむ塔は日本で唯一の木造八角塔で、長野県で最初に国宝に指定された、信州最古の禅寺である。中国宋時代の禅宗様という建築様式で、１番下の屋根は裳階と呼ばれ、ひさしにあたる。
杉の木に囲まれた、道を抜け、本堂に向かった。趣があり、歴史を感じることができる、建物で、とても雰囲気の良い場所だった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺" title="安楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126847">安楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126847">境内の奥にたたずむ塔は日本で唯一の木造八角塔で、長野県で最初に国宝に指定された、信州最古の禅寺である。中国宋時代の禅宗様という建築様式で、１番下の屋根は裳階と呼ばれ、ひさしにあたる。
杉の木に囲まれた、道を抜け、本堂に向かった。趣があり、歴史を感じることができる、建物で、とても雰囲気の良い場所だった。</a></td><td class="date">2024-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126828">15</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/758/126828.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安曽神社」鈴子、石神、柳沢の３地区の産土神（うぶすながみ）であり、地域の守り神。社伝によると、崇神天皇の御宇、国家安泰を祈願し、各地に天社国社を建てた時、御震筆阿曾山舎社(がしゃ)阿曾大明神の御勅額が奉納されたという古社。境内入口は東向き。参道脇には「郷社　安曽神社」と刻まれた社号標が建つ。鳥居をくぐり、木々の参道を進むと、立派な隨身門がある。隨身門の中には、左右に隨身像が安置されている。門をくぐると、砂利の境内。境内西奥に、両翼を広げた形の拝殿があり、拝殿の後方、垣の中に流造の本殿がある。

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

実際に訪れてみて、一歩境内に入ると、風情を感じられるような空間であった。特に印象に残っているのは、随身門である。とても立派な木造建築の門で、左右の随身像は守り神の様な存在感だった。</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126825">16</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/775/126825.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺八角三重塔」安楽寺八角三重塔は、中国から伝わった「禅宗様」で造られた、現存する日本唯一の木造八角三重塔である。長野県では一番早く、国宝に指定された。

安楽寺本堂の左手の道を上っていき、見上げると八角塔の姿を見ることができる。四重塔のようにも見えるが、建築学上、一番下の屋根はひさしに相当する裳階であるということが明らかとなっている。

全体的に安定感のある造りで、頂上には相輪が太陽へ向かって高くそびえたっていることから、気高い美しさを感じられるだろう。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺八角三重塔" title="安楽寺八角三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126825">安楽寺八角三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126825">安楽寺八角三重塔は、中国から伝わった「禅宗様」で造られた、現存する日本唯一の木造八角三重塔である。長野県では一番早く、国宝に指定された。

安楽寺本堂の左手の道を上っていき、見上げると八角塔の姿を見ることができる。四重塔のようにも見えるが、建築学上、一番下の屋根はひさしに相当する裳階であるということが明らかとなっている。

全体的に安定感のある造りで、頂上には相輪が太陽へ向かって高くそびえたっていることから、気高い美しさを感じられるだろう。</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126803">17</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/751/126803.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃国分寺三重塔」寺伝では、1197年に源頼朝が善光寺参詣の掃途、寺の製退を憂い、塔の復興を命じたといわれている。
建築様式から、室町時代に建立されたものと推定される。
「和様」の外観で落ち着いた雰囲気がある。

本堂の隣に建てられており、三重塔なので高く迫力がある。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="信濃国分寺三重塔" title="信濃国分寺三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126803">信濃国分寺三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126803">寺伝では、1197年に源頼朝が善光寺参詣の掃途、寺の製退を憂い、塔の復興を命じたといわれている。
建築様式から、室町時代に建立されたものと推定される。
「和様」の外観で落ち着いた雰囲気がある。

本堂の隣に建てられており、三重塔なので高く迫力がある。</a></td><td class="date">2024-01-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126775">18</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/716/126775.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺八角三重塔」安楽寺八角三重塔は、全国で唯一の八角形の塔で、国宝に指定されています。建築様式は禅宗様で、鎌倉時代に仏教が入ってきた時期を示しています。このような八角の塔は中国では一般に見られるものということから、信州上田の地では、外国の文化を積極的に取り入れ異文化交流を行っていたのかと想像しました。また、禅寺である安楽寺は本当なら本尊は釈迦如来ですが、この塔の内部には大日如来が安置されています。このことから、やはり降水量が少なく日射量が多い上田という地で、幅広い人たちから大日如来は信仰を集めたのかと感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺八角三重塔" title="安楽寺八角三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126775">安楽寺八角三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126775">安楽寺八角三重塔は、全国で唯一の八角形の塔で、国宝に指定されています。建築様式は禅宗様で、鎌倉時代に仏教が入ってきた時期を示しています。このような八角の塔は中国では一般に見られるものということから、信州上田の地では、外国の文化を積極的に取り入れ異文化交流を行っていたのかと想像しました。また、禅寺である安楽寺は本当なら本尊は釈迦如来ですが、この塔の内部には大日如来が安置されています。このことから、やはり降水量が少なく日射量が多い上田という地で、幅広い人たちから大日如来は信仰を集めたのかと感じました。</a></td><td class="date">2024-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126748">19</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/690/126748.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃国分寺・三重塔」信濃国分寺は、薬師如来を安置する本堂をはじめとした堂塔伽藍がそろい、1月８日の縁日にちなんだ「八日堂のお薬師さん」の名で近在の信仰を集めている。
そして信濃国分寺三重塔は、日本遺産に登録されており建久8（1197）年に源頼朝が善光寺参詣の帰途、寺の衰退を憂い、塔の復興を命じた。建築様式は、「和様」の外観となっている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="信濃国分寺・三重塔" title="信濃国分寺・三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126748">信濃国分寺・三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126748">信濃国分寺は、薬師如来を安置する本堂をはじめとした堂塔伽藍がそろい、1月８日の縁日にちなんだ「八日堂のお薬師さん」の名で近在の信仰を集めている。
そして信濃国分寺三重塔は、日本遺産に登録されており建久8（1197）年に源頼朝が善光寺参詣の帰途、寺の衰退を憂い、塔の復興を命じた。建築様式は、「和様」の外観となっている。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126739">20</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/750/126739.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃国分寺三重塔」寺伝では1197年に源頼朝が善光寺参詣の帰途、寺の衰退を憂い、塔の復興を命じたという。建築様式から、室町時代に建立されたものと推定され、「和様」の外観は堂々と落ち着いた雰囲気を呈している。


周りに住宅や道路が多くあったが、生島足島神社と違って信濃国分寺は、お寺に近づくにつれ景観が古風になり、落ち着いたものになっているように感じた。生島足島神社も地域に根差している神社だが、信濃国分寺は上記のような繋がりで町と調和していたように感じた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="信濃国分寺三重塔" title="信濃国分寺三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126739">信濃国分寺三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126739">寺伝では1197年に源頼朝が善光寺参詣の帰途、寺の衰退を憂い、塔の復興を命じたという。建築様式から、室町時代に建立されたものと推定され、「和様」の外観は堂々と落ち着いた雰囲気を呈している。


周りに住宅や道路が多くあったが、生島足島神社と違って信濃国分寺は、お寺に近づくにつれ景観が古風になり、落ち着いたものになっているように感じた。生島足島神社も地域に根差している神社だが、信濃国分寺は上記のような繋がりで町と調和していたように感じた。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126715">21</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/692/126715.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所神社」別所神社は、古くから熊野社といわれていて、社伝によると、紀州の熊野本宮大社からの分祀されたといわれている。明治11年までは熊野社とされていたが、以降は別所神社に改められた。横には神楽殿もあり、別所が一望できる。現在では、神楽殿を利用したヨガなどがある。
建築様式や、建物を飾る彫刻も華やかで、建築物として優れ、当初の形式がよく残され、文化財として保存価値の高いものです。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="別所神社" title="別所神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126715">別所神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126715">別所神社は、古くから熊野社といわれていて、社伝によると、紀州の熊野本宮大社からの分祀されたといわれている。明治11年までは熊野社とされていたが、以降は別所神社に改められた。横には神楽殿もあり、別所が一望できる。現在では、神楽殿を利用したヨガなどがある。
建築様式や、建物を飾る彫刻も華やかで、建築物として優れ、当初の形式がよく残され、文化財として保存価値の高いものです。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126711">22</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/692/126711.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長福寺」長福寺はその八角のお堂は信州の夢殿と称されている。奈良の法隆寺の夢殿完全二分の一に写し、瓦なども奈良のものを使用するなど、当時の匠の技術が集結した昭和を代表する建築である。実際に見てみて、これまで見てきたものと比べて、八角形が珍しく、感じた。縁起のあるものとされているのだから、もう少し、存在感を強調したほうがいいと感じた。この時は見ることができなかった、長福寺銅像菩薩立像があるのだが、これは国の重要文化財にもなっていて、飛鳥時代の歴史遺産として、いつかは見てみたいと感じた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="長福寺" title="長福寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126711">長福寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126711">長福寺はその八角のお堂は信州の夢殿と称されている。奈良の法隆寺の夢殿完全二分の一に写し、瓦なども奈良のものを使用するなど、当時の匠の技術が集結した昭和を代表する建築である。実際に見てみて、これまで見てきたものと比べて、八角形が珍しく、感じた。縁起のあるものとされているのだから、もう少し、存在感を強調したほうがいいと感じた。この時は見ることができなかった、長福寺銅像菩薩立像があるのだが、これは国の重要文化財にもなっていて、飛鳥時代の歴史遺産として、いつかは見てみたいと感じた。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126701">23</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/758/126701.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「生島足島神社」生きとし生けるもの万物に生命力を与える「生島大神」と、生きとし生けるもの万物に満足を与える「足島大神」の二神が祀られ、摂社には諏訪大神が祀られる信濃屈指の古社である。
初めて訪れた際に感じたことは、全体が赤で統一された建築に魅了された。赤くそびえたつ鳥居がとても印象的だった。
創建の年代は明らかではないが、平安時代の天皇からの崇敬が厚く、鎌倉時代の北条国時や戦国時代の真田昌幸からも寄進があり社殿を修築するなど古くから日本の歴史に関わってきた神社である。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="生島足島神社" title="生島足島神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126701">生島足島神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126701">生きとし生けるもの万物に生命力を与える「生島大神」と、生きとし生けるもの万物に満足を与える「足島大神」の二神が祀られ、摂社には諏訪大神が祀られる信濃屈指の古社である。
初めて訪れた際に感じたことは、全体が赤で統一された建築に魅了された。赤くそびえたつ鳥居がとても印象的だった。
創建の年代は明らかではないが、平安時代の天皇からの崇敬が厚く、鎌倉時代の北条国時や戦国時代の真田昌幸からも寄進があり社殿を修築するなど古くから日本の歴史に関わってきた神社である。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126622">24</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/731/126622.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常楽寺」別所温泉・北向観音の本坊。鎌倉時代には天台教学の道場として栄えました。境内には国の重要文化財に指定されている石造多宝塔があります。
階段を上がって最初に目に飛び込んでくるのは茅葺の本堂です。平成15年に修復工事を行った際、建立当時の建築様式に改めました。
堂内には当時そのままの色彩を残す格天井が美しく、ご本尊の妙観察智弥陀如来は、阿弥陀如来には珍しい宝冠を頂く阿弥陀です。
授業の課題で訪れました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常楽寺" title="常楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126622">常楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126622">別所温泉・北向観音の本坊。鎌倉時代には天台教学の道場として栄えました。境内には国の重要文化財に指定されている石造多宝塔があります。
階段を上がって最初に目に飛び込んでくるのは茅葺の本堂です。平成15年に修復工事を行った際、建立当時の建築様式に改めました。
堂内には当時そのままの色彩を残す格天井が美しく、ご本尊の妙観察智弥陀如来は、阿弥陀如来には珍しい宝冠を頂く阿弥陀です。
授業の課題で訪れました。</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126620">25</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/731/126620.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺」境内の奥にたたずむ塔は日本で唯一の木造八角塔で、長野県で最初に国宝に指定されました。中国宋時代の禅宗様（唐様）という建築様式で、一番下の屋根は裳階と呼ばれ、ひさしにあたります。当時の国宝、重要文化財など、多くの鎌倉時代の文化遺産を貯蔵する、信州最古の貴重な禅寺となっています。
坂道が多かったので、高齢者が訪れるには大変だと感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺" title="安楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126620">安楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126620">境内の奥にたたずむ塔は日本で唯一の木造八角塔で、長野県で最初に国宝に指定されました。中国宋時代の禅宗様（唐様）という建築様式で、一番下の屋根は裳階と呼ばれ、ひさしにあたります。当時の国宝、重要文化財など、多くの鎌倉時代の文化遺産を貯蔵する、信州最古の貴重な禅寺となっています。
坂道が多かったので、高齢者が訪れるには大変だと感じました。</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126460">26</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/817/126460.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田大神宮」　1870（明治3）年、明治天皇は神道を全国に広める旨の詔を発布した。それにより伊勢皇大神宮では、神宮教院を設置し全国を31の教区に分類した。その第十九教区として上田の地に本部を設け、教活動とお神札の頒布の拠点としたのが上田大神宮の起源だ。
　1889（明治24）年、現大神宮が完工、伊勢神宮より大宮司を迎え、鎮祭式典を行った。
　また、境内には猿田彦神社、上田西宮恵比寿神社、三峰神社が内包されている。
　神妙づくりの建築様式を採用しているが、現在は元の大きさから3分の一に縮尺されている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田大神宮" title="上田大神宮" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126460">上田大神宮</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126460">　1870（明治3）年、明治天皇は神道を全国に広める旨の詔を発布した。それにより伊勢皇大神宮では、神宮教院を設置し全国を31の教区に分類した。その第十九教区として上田の地に本部を設け、教活動とお神札の頒布の拠点としたのが上田大神宮の起源だ。
　1889（明治24）年、現大神宮が完工、伊勢神宮より大宮司を迎え、鎮祭式典を行った。
　また、境内には猿田彦神社、上田西宮恵比寿神社、三峰神社が内包されている。
　神妙づくりの建築様式を採用しているが、現在は元の大きさから3分の一に縮尺されている。</a></td><td class="date">2023-12-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126428">27</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/796/126428.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃国分寺の瓦」左に烏天狗、右に天狗をかたどった瓦がありました。

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

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

どちらも寺に入る邪気から守るために設置されているようです。

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

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

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

どちらも寺に入る邪気から守るために設置されているようです。

こういった魔除けの意味を込めて建築物に生物や神、妖怪などをかたどったものをつくるという文化は非常に興味深いです。信濃国分寺ではこのような「瓦」の形で表現されているのでなかなか珍しいと感じました。調べても詳細は出てこなかったのですが、像などではなく瓦という形をとったのか気になりました。</a></td><td class="date">2023-12-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126223">28</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/724/126223.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信濃国分寺」寺伝では、1197年に源頼朝が善光寺参拝の帰りに寺の衰退を憂い、塔の復興を命じたとされている。建築様式から室町時代に建立されたと推測され、「和様」の外観をしている。第一層の大日如来が安置されている仏壇の鏡天井を囲む「如意頭文」は「禅宗様」の建物で用いられているものである。

駐車場が境内のすぐ側にあったが、そこまでの道が細く、車では少し通りにくいと感じた。境内の周りの民家も雰囲気あるつくりの家が多く、地域になじんでいる印象であった。境内の中には、小さな寺院が多くあったが、本堂とのつながりがあまりよく分からなかったので、どのような関連性があるのか説明が欲しいと感じた。

信濃国分寺の建立は推定室町中期で、昭和7年から解体修理が行われた。その時に、三重塔古心柱も取り換えが行われ、その柱が"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="信濃国分寺" title="信濃国分寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126223">信濃国分寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126223">寺伝では、1197年に源頼朝が善光寺参拝の帰りに寺の衰退を憂い、塔の復興を命じたとされている。建築様式から室町時代に建立されたと推測され、「和様」の外観をしている。第一層の大日如来が安置されている仏壇の鏡天井を囲む「如意頭文」は「禅宗様」の建物で用いられているものである。

駐車場が境内のすぐ側にあったが、そこまでの道が細く、車では少し通りにくいと感じた。境内の周りの民家も雰囲気あるつくりの家が多く、地域になじんでいる印象であった。境内の中には、小さな寺院が多くあったが、本堂とのつながりがあまりよく分からなかったので、どのような関連性があるのか説明が欲しいと感じた。

信濃国分寺の建立は推定室町中期で、昭和7年から解体修理が行われた。その時に、三重塔古心柱も取り換えが行われ、その柱が</a></td><td class="date">2023-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126214">29</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/763/126214.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺・八角三重塔」信州最古の禅寺である。日本で唯一の木造八角塔で、長野県で最初に国宝に指定された。長野県が世界に誇る貴重な文化財である。中国宋時代の禅宗様という建築方式である。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺・八角三重塔" title="安楽寺・八角三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126214">安楽寺・八角三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126214">信州最古の禅寺である。日本で唯一の木造八角塔で、長野県で最初に国宝に指定された。長野県が世界に誇る貴重な文化財である。中国宋時代の禅宗様という建築方式である。</a></td><td class="date">2023-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126213">30</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/763/126213.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州夢殿　長福寺」信州夢殿は昭和１７年に篤い観音信者で建設されたお堂。八角のお堂は「信州夢殿」と称され、奈良法隆寺の夢殿完全二分の一に写し当時の匠の技が結集された昭和を代表する建築である。

長福寺に入り左側の小道を進んだ先にある、この信州夢殿は少しわかりにくい場所にあるが美しい形をした建物であり日本遺産にもなっている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="信州夢殿　長福寺" title="信州夢殿　長福寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126213">信州夢殿　長福寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126213">信州夢殿は昭和１７年に篤い観音信者で建設されたお堂。八角のお堂は「信州夢殿」と称され、奈良法隆寺の夢殿完全二分の一に写し当時の匠の技が結集された昭和を代表する建築である。

長福寺に入り左側の小道を進んだ先にある、この信州夢殿は少しわかりにくい場所にあるが美しい形をした建物であり日本遺産にもなっている。</a></td><td class="date">2023-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126026">31</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126026.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「京都国立博物館、文化的景観の借景」★<a href=https://www.kyohaku.go.jp/jp/exhibitions/special/tofukuji_2023/>京都国立博物館/特別展「東福寺」</a>

東洋音楽学会が京都で開催されたことのついでに京都をプチ観光してきました。ちょうど紅葉真っ盛りの観光シーズンの土日と重なり、京都は物凄い数の観光客で溢れていました。外国人観光客の多さが特に目を引きます。

問題はキャリーケースの置き場がないこと。京都駅にも各所にコインロッカーはありますが、全て塞がっていました。キャリケースを持ったまま、観光に出かけるには限界があり、プランBに変更。キャリーケースをガラガラ引っ張ったままで行けるところまでウォーキングするプラン。目的地を京都国立博物館に定め、市内のぶらぶらウォーキングも楽しみました。京都駅から徒歩23分です。ぶらぶら歩くにはほどよい距離。

京都国立"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126026.jpg" alt="京都国立博物館、文化的景観の借景" title="京都国立博物館、文化的景観の借景" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126026">京都国立博物館、文化的景観の借景</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126026">★<a href=https://www.kyohaku.go.jp/jp/exhibitions/special/tofukuji_2023/>京都国立博物館/特別展「東福寺」</a>

東洋音楽学会が京都で開催されたことのついでに京都をプチ観光してきました。ちょうど紅葉真っ盛りの観光シーズンの土日と重なり、京都は物凄い数の観光客で溢れていました。外国人観光客の多さが特に目を引きます。

問題はキャリーケースの置き場がないこと。京都駅にも各所にコインロッカーはありますが、全て塞がっていました。キャリケースを持ったまま、観光に出かけるには限界があり、プランBに変更。キャリーケースをガラガラ引っ張ったままで行けるところまでウォーキングするプラン。目的地を京都国立博物館に定め、市内のぶらぶらウォーキングも楽しみました。京都駅から徒歩23分です。ぶらぶら歩くにはほどよい距離。

京都国立</a></td><td class="date">2023-11-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126018">32</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/716/126018.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前山寺三重塔」室町時代に建立した前山寺三重塔は、二層・三層の勾欄が未完成であるにもかかわらず、調和していて不自然な点がないと言われています。また、和様と禅宗様の建築様式が混じった様式で、この三重塔は建立しています。さらにこの塔の建築は、屋根を張り出すためにされている組物が細かく作られていて、細部まで美観に注意して作られています。厳かな見た目の中にも、華やかさが伺えるのは、このためだと感じました。塩田平では、武田信玄の侵攻などの戦が幾度となく繰り広げられてきたものの、このような古建築が陥落することなく、今なお残り続けています。このことは、塩田平の人々が文化財を大切に想い、守り続けた精神があるからだと感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="前山寺三重塔" title="前山寺三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126018">前山寺三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126018">室町時代に建立した前山寺三重塔は、二層・三層の勾欄が未完成であるにもかかわらず、調和していて不自然な点がないと言われています。また、和様と禅宗様の建築様式が混じった様式で、この三重塔は建立しています。さらにこの塔の建築は、屋根を張り出すためにされている組物が細かく作られていて、細部まで美観に注意して作られています。厳かな見た目の中にも、華やかさが伺えるのは、このためだと感じました。塩田平では、武田信玄の侵攻などの戦が幾度となく繰り広げられてきたものの、このような古建築が陥落することなく、今なお残り続けています。このことは、塩田平の人々が文化財を大切に想い、守り続けた精神があるからだと感じました。</a></td><td class="date">2023-11-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126017">33</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/716/126017.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中禅寺薬師堂」薬師堂建立は、平安時代末から鎌倉時代初期とされていて、約800年もの歴史があります。このことは、薬師堂の建築様式が「方三間の阿弥陀堂形式」と呼ばれることに由来しています。方三間とは、東西南北どこから見ても柱が4本あり、その柱の間が3つある形です。これは岩手県平泉にある中尊寺金色堂と同じ形式をとっています。これらのことから、このお堂は中部日本最古の木造建築と言われています。この当時の時代の木造建築を、私たちが実際に見て触れ感じられる建築物は全国にも希なことから、このお堂は私たちが歴史を学ぶ上の「現存する資料」として大きな役割を担っていると感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="中禅寺薬師堂" title="中禅寺薬師堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126017">中禅寺薬師堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126017">薬師堂建立は、平安時代末から鎌倉時代初期とされていて、約800年もの歴史があります。このことは、薬師堂の建築様式が「方三間の阿弥陀堂形式」と呼ばれることに由来しています。方三間とは、東西南北どこから見ても柱が4本あり、その柱の間が3つある形です。これは岩手県平泉にある中尊寺金色堂と同じ形式をとっています。これらのことから、このお堂は中部日本最古の木造建築と言われています。この当時の時代の木造建築を、私たちが実際に見て触れ感じられる建築物は全国にも希なことから、このお堂は私たちが歴史を学ぶ上の「現存する資料」として大きな役割を担っていると感じました。</a></td><td class="date">2023-11-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125977">34</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=125521">35</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/688/125521.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【上田市の銭湯】①柳の湯」皆さん、銭湯に入浴し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、柳町（中央4丁目）の「柳の湯」さんをご紹介します。

柳の湯は、北国街道柳町の外れにあります。路地を歩いていると、「湯乃柳」と右書きの文字と看板建築が目に入ります。玄関に入りますと、右手が男湯、左手が女湯になっています。木戸を開けてさっそく中に入ってみましょう。
入るとすぐ番台があり、ここで料金を払います。脱衣場で服を脱ぎ、さっそく入浴です。浴室は広く、奥に2つ浴槽があります。両脇にはシャワーとカランがあり、椅"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="【上田市の銭湯】①柳の湯" title="【上田市の銭湯】①柳の湯" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125521">【上田市の銭湯】①柳の湯</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125521">皆さん、銭湯に入浴し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、柳町（中央4丁目）の「柳の湯」さんをご紹介します。

柳の湯は、北国街道柳町の外れにあります。路地を歩いていると、「湯乃柳」と右書きの文字と看板建築が目に入ります。玄関に入りますと、右手が男湯、左手が女湯になっています。木戸を開けてさっそく中に入ってみましょう。
入るとすぐ番台があり、ここで料金を払います。脱衣場で服を脱ぎ、さっそく入浴です。浴室は広く、奥に2つ浴槽があります。両脇にはシャワーとカランがあり、椅</a></td><td class="date">2023-10-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125464">36</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/794/125464.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市の日本遺産安楽寺八角三重塔」この安楽寺八角三重塔は現存する国内唯一の木造八角三重塔で、長野県の国宝第一号である。建立年代は平成16年の年代調査によって三重塔用材の伐採年代は1289年ということが判明し、少なくとも1290年代（鎌倉末期）に建立されたことが明らかになり、わが国最古の禅宗様建築であることが証明された。また、西大寺（奈良）法勝寺（京都）などの八角塔が失われた今日、わが国に残された唯一の八角塔である。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田市の日本遺産安楽寺八角三重塔" title="上田市の日本遺産安楽寺八角三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125464">上田市の日本遺産安楽寺八角三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125464">この安楽寺八角三重塔は現存する国内唯一の木造八角三重塔で、長野県の国宝第一号である。建立年代は平成16年の年代調査によって三重塔用材の伐採年代は1289年ということが判明し、少なくとも1290年代（鎌倉末期）に建立されたことが明らかになり、わが国最古の禅宗様建築であることが証明された。また、西大寺（奈良）法勝寺（京都）などの八角塔が失われた今日、わが国に残された唯一の八角塔である。</a></td><td class="date">2023-10-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55510">37</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/677/055510.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「４中禅寺（重要文化財）」平安時代末期から鎌倉時代初期の間に創建されたとされる独鈷山のふもとにある中部日本で最も古い木造建築物。国の重要文化財に指定されている真言宗の寺院だ。源頼朝や北条氏の庇護を受けて栄えていたが、永享年間（1429年―1441年）、寛文5年（1665年）、享保5年（1720年）と度重なる火災に遭ってしまい焼けてなくなってしまう。享保19年（1734年）に祐精法印が再び栄えさせて現在の本堂が建立された。
一般200円、高校生以下50円の拝観料が必要。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="４中禅寺（重要文化財）" title="４中禅寺（重要文化財）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55510">４中禅寺（重要文化財）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55510">平安時代末期から鎌倉時代初期の間に創建されたとされる独鈷山のふもとにある中部日本で最も古い木造建築物。国の重要文化財に指定されている真言宗の寺院だ。源頼朝や北条氏の庇護を受けて栄えていたが、永享年間（1429年―1441年）、寛文5年（1665年）、享保5年（1720年）と度重なる火災に遭ってしまい焼けてなくなってしまう。享保19年（1734年）に祐精法印が再び栄えさせて現在の本堂が建立された。
一般200円、高校生以下50円の拝観料が必要。</a></td><td class="date">2023-07-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55254">38</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/678/055254.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「聖・パウロカトリック教会」車一台が通れるような道路を進むと教会を見つけました。西洋的な石造りではなく、日本的な木造建築となっています。外国人からもここ軽井沢が、夏場の別荘地として良い場所だと見られていたことがわかります。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="聖・パウロカトリック教会" title="聖・パウロカトリック教会" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55254">聖・パウロカトリック教会</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55254">車一台が通れるような道路を進むと教会を見つけました。西洋的な石造りではなく、日本的な木造建築となっています。外国人からもここ軽井沢が、夏場の別荘地として良い場所だと見られていたことがわかります。</a></td><td class="date">2023-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54591">39</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/054591.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「初代国立劇場さよなら公演」2/15、国立劇場小劇場で文楽『女殺油地獄』を観てきました。さよなら公演と銘打っていますが、９月までさよなら公演が続くようです。建設当時は立派な劇場を作ったつもりでも、建物の陳腐化は避けられず。緞帳の美しさに慰められます。劇場はハレの空間であってほしいところですが、正直、毎回国立劇場の建物には失望を感じ続けています。ハレがましくなくチープなことに大きな原因があります。日本がまだ豊かとはいえなかった高度経済成長期の一時期にその頃の価値基準で作られた建物です。欧米の劇場のように100年経って風格も高まる質の高い文化とは異なり、日本の建築文化はどうしてこれほどまでに持続性がなく、チープ化するのか、この劇場で我慢し続けなければならないのかと国立劇場を訪れるたびに思っています。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/054591.jpg" alt="初代国立劇場さよなら公演" title="初代国立劇場さよなら公演" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54591">初代国立劇場さよなら公演</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54591">2/15、国立劇場小劇場で文楽『女殺油地獄』を観てきました。さよなら公演と銘打っていますが、９月までさよなら公演が続くようです。建設当時は立派な劇場を作ったつもりでも、建物の陳腐化は避けられず。緞帳の美しさに慰められます。劇場はハレの空間であってほしいところですが、正直、毎回国立劇場の建物には失望を感じ続けています。ハレがましくなくチープなことに大きな原因があります。日本がまだ豊かとはいえなかった高度経済成長期の一時期にその頃の価値基準で作られた建物です。欧米の劇場のように100年経って風格も高まる質の高い文化とは異なり、日本の建築文化はどうしてこれほどまでに持続性がなく、チープ化するのか、この劇場で我慢し続けなければならないのかと国立劇場を訪れるたびに思っています。</a></td><td class="date">2023-02-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54590">40</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/054590.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「東京ステーションギャラリーの魅力」★<a href=https://www.ejrcf.or.jp/gallery/index.asp>東京ステーションギャラリー</a>

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

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

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

ドーム状の駅舎の外観から伝わる美しさばかりではなく、内観の質の高さによってその美しさ、歴史の重みがより一層実感できるものとなっています。110年の時間経過が当時でなければなしえなかったデザインと施工の質の高さを引き立てたとも言えます。ここを美術館にリノベートしようという建築活用のデザインが貴い。窓枠に象嵌された丸の内の都市景観の美しいこと。人々が点描されているかのよう。まるでブリューゲル！　当時のレンガのむき出し感も</a></td><td class="date">2023-02-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54554">41</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/239/054554.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学生による地域キュレーション2022(信州上田学A受講生)」長野大学の地域科目「信州上田学A」を受講した学生が「信州上田」を接点とした地域キュレーションの学習成果です。タイトルを選ぶとその学生のマイサイトを表示します。

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

▼カテゴリ１：蚕都上田
<font color=maroon>【1】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/f22012>長野県の中でなぜ上田市が蚕都で有名なのか</a>
<font color=maroon>【2】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/coron850>上田の養蚕の歴史を掘り下げ、伝え続けるには。</a>
<font color=maroon>【3】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/harujinblue115>蚕都上田の歴史と未来</a>
<font color=maroon>【4】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/cloud15>製糸業の歴史</a>
<font color=maroon>【5】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/clmiduki27>蚕都上田の歴史</a>
<font color=maroon>【6】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/little0181>蚕都上田</a></td><td class="date">2023-02-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54503">42</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/643/054503.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「霊泉寺大欅」丸子温泉郷の中の霊泉寺の入り口の「不開門」の脇にある欅。
高さは約30m、目線の高さの幹の外周は約9.4mあったとされた。
「不開門」の建築は16世紀ごろとされているが、霊泉寺大欅はそれ以前からあったとされる。
樹齢は数百年を超えるとされていた。
現在は枯死により倒れたためないとされる。

写真：グーグルマップより"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="霊泉寺大欅" title="霊泉寺大欅" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54503">霊泉寺大欅</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54503">丸子温泉郷の中の霊泉寺の入り口の「不開門」の脇にある欅。
高さは約30m、目線の高さの幹の外周は約9.4mあったとされた。
「不開門」の建築は16世紀ごろとされているが、霊泉寺大欅はそれ以前からあったとされる。
樹齢は数百年を超えるとされていた。
現在は枯死により倒れたためないとされる。

写真：グーグルマップより</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54337">43</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/529/054337.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「擬洋風建築を残し続けるために」擬洋風建築は幕末から明治頃にかけて日本の各地で建築された、日本の大工らが西洋風の建物を見様見真似で建てた西洋風の建築物であり、和洋折衷、様々な意匠や工法が混じった建築物は、文明開化、近代化の象徴的な存在です。しかし、現在その多くは取り壊しや火災などで失ってしまっています。この数少ない重要な建物を残すため、多くの人に魅力を知ってもらうことが重要だと思いました。
その魅力の一つは石の再現です。壁面の出隅は「隅石積」を、壁に漆喰を塗ることで模しています。木造建築でありながら、石造の建築に見せかけるという面白さと知恵を感じます。
もう一つの魅力は独自性です。玄関に唐破風屋根を設けられていたり、天井の飾りに、波に千鳥、松竹梅、菊などが描かれていたりして、洋風に見せながら和の要素を含む和"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="擬洋風建築を残し続けるために" title="擬洋風建築を残し続けるために" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54337">擬洋風建築を残し続けるために</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54337">擬洋風建築は幕末から明治頃にかけて日本の各地で建築された、日本の大工らが西洋風の建物を見様見真似で建てた西洋風の建築物であり、和洋折衷、様々な意匠や工法が混じった建築物は、文明開化、近代化の象徴的な存在です。しかし、現在その多くは取り壊しや火災などで失ってしまっています。この数少ない重要な建物を残すため、多くの人に魅力を知ってもらうことが重要だと思いました。
その魅力の一つは石の再現です。壁面の出隅は「隅石積」を、壁に漆喰を塗ることで模しています。木造建築でありながら、石造の建築に見せかけるという面白さと知恵を感じます。
もう一つの魅力は独自性です。玄関に唐破風屋根を設けられていたり、天井の飾りに、波に千鳥、松竹梅、菊などが描かれていたりして、洋風に見せながら和の要素を含む和</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54212">44</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/494/054212.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕種業における歴史的建築物について」　かつて蚕種業で栄えた上田を参考に地域を活性化していく方法を模索した。
　建築物の特徴としては、作業を行いやすいよう、屋敷をつなぐ渡り廊下跡があり、温度調節のための木造の暖房施設があった。発展を示す跡として、屋敷が多く建ててあり、家紋付きの瓦や蔵など当時の発展の象徴が多くあった。
　今回の建築物は上田市上塩尻の建築を参考にさせていただいたが、養蚕に関わる設備跡はもちろん、目地時代当時の発展の様子や当時の文化を表すもの（家紋・猫瓦）が実在する資料として現存していた。これらの建築物は国登録有形文化財にもなっており、価値が高いものになっている。
　今回のイベントを介して、建築物を見学することができたがそれらを通して、別の気づきがあった。地域の方が蚕種業の歴史を詳しく知らない方がほと"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕種業における歴史的建築物について" title="蚕種業における歴史的建築物について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54212">蚕種業における歴史的建築物について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54212">　かつて蚕種業で栄えた上田を参考に地域を活性化していく方法を模索した。
　建築物の特徴としては、作業を行いやすいよう、屋敷をつなぐ渡り廊下跡があり、温度調節のための木造の暖房施設があった。発展を示す跡として、屋敷が多く建ててあり、家紋付きの瓦や蔵など当時の発展の象徴が多くあった。
　今回の建築物は上田市上塩尻の建築を参考にさせていただいたが、養蚕に関わる設備跡はもちろん、目地時代当時の発展の様子や当時の文化を表すもの（家紋・猫瓦）が実在する資料として現存していた。これらの建築物は国登録有形文化財にもなっており、価値が高いものになっている。
　今回のイベントを介して、建築物を見学することができたがそれらを通して、別の気づきがあった。地域の方が蚕種業の歴史を詳しく知らない方がほと</a></td><td class="date">2023-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54195">45</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前川ゼミレポート」私は、なぜ上田氏は真田氏のPRに固執するかについて疑問を持ったため調べることにした。というのも、上田市には別所温泉近辺にたくさんの歴史的建造物があり、「信州の鎌倉」という別名まで付けられるほどのだからだ。そして「別所温泉」という名前自体は全国的にもある程度知られている。まったくの無名の観光地をアピールするわけではないのになぜここを差し置いて真田氏に固執するのだろうか。

真田氏に固執する理由として思いついたのが歴史好きに対するアピールの強さだ。二度にわたる上田の戦い・大阪の陣で有名な真田幸村にゆかりのある地(真田村)であることから、上田城や真田氏についてアピールできる。だが、この真田氏についてもやや疑問がある。一般人に「武将の真田」と言って思い浮かべるのは真田幸村だろう。この真田"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="前川ゼミレポート" title="前川ゼミレポート" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54195">前川ゼミレポート</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54195">私は、なぜ上田氏は真田氏のPRに固執するかについて疑問を持ったため調べることにした。というのも、上田市には別所温泉近辺にたくさんの歴史的建造物があり、「信州の鎌倉」という別名まで付けられるほどのだからだ。そして「別所温泉」という名前自体は全国的にもある程度知られている。まったくの無名の観光地をアピールするわけではないのになぜここを差し置いて真田氏に固執するのだろうか。

真田氏に固執する理由として思いついたのが歴史好きに対するアピールの強さだ。二度にわたる上田の戦い・大阪の陣で有名な真田幸村にゆかりのある地(真田村)であることから、上田城や真田氏についてアピールできる。だが、この真田氏についてもやや疑問がある。一般人に「武将の真田」と言って思い浮かべるのは真田幸村だろう。この真田</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54158">46</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/537/054158.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺」信州最古の禅寺で、座禅体験ができる。境内にある木造八角三重塔は、木造の八角塔としては全国で一つしかない貴重な建築で、長野県では一番早く国宝に指定された。全体的に奇麗に整備されており、緑の木が多いためサルスベリの花のピンク色がとても映えていた。蓮池には、白い蓮の花が咲いていて奇麗だった。また、背が高く一枚一枚の葉が大きかった。


別所温泉旅館組合「別所温泉のオススメ観光情報[公式]」
https://www.bessho-onsen.com/　（最終閲覧2023/1/26）"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺" title="安楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54158">安楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54158">信州最古の禅寺で、座禅体験ができる。境内にある木造八角三重塔は、木造の八角塔としては全国で一つしかない貴重な建築で、長野県では一番早く国宝に指定された。全体的に奇麗に整備されており、緑の木が多いためサルスベリの花のピンク色がとても映えていた。蓮池には、白い蓮の花が咲いていて奇麗だった。また、背が高く一枚一枚の葉が大きかった。


別所温泉旅館組合「別所温泉のオススメ観光情報[公式]」
https://www.bessho-onsen.com/　（最終閲覧2023/1/26）</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54151">47</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕業の背景」江戸末期、鎖国政策を終え古くから生産されてきた生糸を中心に貿易を開始した。しかし、増える需要に対して品質基準を満たす生糸の生産が追い付かない状況であった。
明治維新を経た日本は、「殖産興業」による「富国強兵」を掲げた。それに伴い、生糸を主要な輸出品とし、品質向上、生産力向上に努めた。
新たな生産工場の建築を行うために、フランスなどから技師が招聘されるなど、積極的な動きがあった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕業の背景" title="蚕業の背景" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54151">蚕業の背景</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54151">江戸末期、鎖国政策を終え古くから生産されてきた生糸を中心に貿易を開始した。しかし、増える需要に対して品質基準を満たす生糸の生産が追い付かない状況であった。
明治維新を経た日本は、「殖産興業」による「富国強兵」を掲げた。それに伴い、生糸を主要な輸出品とし、品質向上、生産力向上に努めた。
新たな生産工場の建築を行うために、フランスなどから技師が招聘されるなど、積極的な動きがあった。</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54145">48</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/626/054145.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺八角三重塔」日本で最も古い臨済禅宗寺院の一つである安楽寺。そこにある木造八角三重塔は、木造の八角塔としては全国で一つしかないという貴重な建築で、長野県では一番早く「国宝」に指定された。

https://museum.umic.jp/bunkazai/document/dot1.html"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺八角三重塔" title="安楽寺八角三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54145">安楽寺八角三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54145">日本で最も古い臨済禅宗寺院の一つである安楽寺。そこにある木造八角三重塔は、木造の八角塔としては全国で一つしかないという貴重な建築で、長野県では一番早く「国宝」に指定された。

https://museum.umic.jp/bunkazai/document/dot1.html</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54115">49</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/494/054115.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都から学ぶ発展のコツ」　かつて蚕種業で栄えた上田を参考に地域を活性化していく方法を模索した。
　今回僕が行ったこととして、上田上塩尻にある養蚕に関わる建築物を見学し、地域が発展するために必要なことを探求した。
　建築物の特徴としては、作業を行いやすいよう、屋敷をつなぐ渡り廊下跡があり、温度調節のための木造の暖房施設があった。発展を示す跡として、屋敷が多く建ててあり、家紋付きの瓦や蔵など当時の発展の象徴が多くあった。
　僕はイベントを介して、建築物を見学することができたがそれらを通して、別の気づきがあった。地域の方が養蚕の歴史を詳しく知らない方がほとんどだった。今回のイベントに参加して重要性に気付いた方がほとんどだった。地域を活かすにはまず地域の人が地域について理解することで地域が活性化するのではな"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕都から学ぶ発展のコツ" title="蚕都から学ぶ発展のコツ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54115">蚕都から学ぶ発展のコツ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54115">　かつて蚕種業で栄えた上田を参考に地域を活性化していく方法を模索した。
　今回僕が行ったこととして、上田上塩尻にある養蚕に関わる建築物を見学し、地域が発展するために必要なことを探求した。
　建築物の特徴としては、作業を行いやすいよう、屋敷をつなぐ渡り廊下跡があり、温度調節のための木造の暖房施設があった。発展を示す跡として、屋敷が多く建ててあり、家紋付きの瓦や蔵など当時の発展の象徴が多くあった。
　僕はイベントを介して、建築物を見学することができたがそれらを通して、別の気づきがあった。地域の方が養蚕の歴史を詳しく知らない方がほとんどだった。今回のイベントに参加して重要性に気付いた方がほとんどだった。地域を活かすにはまず地域の人が地域について理解することで地域が活性化するのではな</a></td><td class="date">2023-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54076">50</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「課題ゼミ　まとめ」地域の魅力を伝えるには魅力を自分たちで理解しなければならない

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

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

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

「広くわかりやすく伝えるには？
どのような価値（歴史的観点・地理的観点など）があるかを明確にする。
ただ上田にこのようなものがある（看板・掲示板など）と伝えるだけでは効果は薄く、印象に残りにくい。
イベントは？
例：上塩尻の街歩き→地域の人が自分の地域の歴史的価値をはっきりと認識できた。
価値の内容を明確にすること</a></td><td class="date">2023-01-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54050">51</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/054050.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「講演「蚕種の里『上塩尻』の歴史と文化遺産を未来へ」2023/01/18」▲プレゼン資料(PDF)

長野県建築士会上小支部等合同新年会講演
「蚕種の里『上塩尻』の歴史と文化遺産を未来へ」

　前川道博（長野大学企業情報学部教授）
　2023/01/18　会場：東急REIホテル

★講演：蚕種の里「上塩尻」の歴史と文化遺産を未来へ　 60分
　<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/a04Vxlhycxg?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

★蚕種の里「上塩尻」まちあるきダイジェスト映像 20分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/-H6BD-CDsHI?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

▼講演スライド"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/054050.jpg" alt="講演「蚕種の里『上塩尻』の歴史と文化遺産を未来へ」2023/01/18" title="講演「蚕種の里『上塩尻』の歴史と文化遺産を未来へ」2023/01/18" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54050">講演「蚕種の里『上塩尻』の歴史と文化遺産を未来へ」2023/01/18</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54050">▲プレゼン資料(PDF)

長野県建築士会上小支部等合同新年会講演
「蚕種の里『上塩尻』の歴史と文化遺産を未来へ」

　前川道博（長野大学企業情報学部教授）
　2023/01/18　会場：東急REIホテル

★講演：蚕種の里「上塩尻」の歴史と文化遺産を未来へ　 60分
　<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/a04Vxlhycxg?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

★蚕種の里「上塩尻」まちあるきダイジェスト映像 20分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/-H6BD-CDsHI?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

▼講演スライド</a></td><td class="date">2023-01-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=30979">52</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「課題ゼミ　第3回」どのようなイベントを作る？

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

大型のイベントを開くには大きな知名度や多くの人を引く「魅力」が必要

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

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

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

大型のイベントを開くには大きな知名度や多くの人を引く「魅力」が必要

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

「小規模で持続的なイベント」
地域の方に地域の</a></td><td class="date">2022-12-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=18941">53</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「課題ゼミ　第1回」・地域の魅力を伝えるには？

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

疑問点：「地域の魅力とは？」

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

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

疑問点：「地域の魅力とは？」

　そもそも魅力や価値は人によって違う。人には人生があってその人生観によって、物事の捉え方が決まる。地域の価値・魅力といってもやはり個人によって捉え方は違い、魅力に感じない人は多くいるだろう。
　しかし地域の魅力を感じてくれる人は必ずいる。
　僕が上田地域のイベントの「上塩尻街歩き」に参加した際、地域の人たちはもちろん上塩尻の建築物に興味をもってモリス教授という方が特別参加してくださった。
　だからこそ大事なのは「広く伝える」だと考えた。広く伝えることで、地域に興味を持ち価値を感じてくれる人がいるはずだ</a></td><td class="date">2022-12-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11661">54</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小文『プリンス・マツダイラ物語』」明治５年からアメリカへ留学した最後の上田藩主・松平忠礼と弟の忠厚。その後忠厚は日本へ帰ることなく土木と建築を学びアメリカ人女性と結婚し、エンジニアとして測量器具を発明、大陸各地の橋や鉄道建設に携わる活躍をしながらも肺結核に倒れ、37才の若さでデンバーで亡くなりました。
今では上田の方々にはよく知られた話ですが、2000年上田市立博物館での松平忠厚展を機にした『プリンス・マツダイラ物語』は、2人の留学に随行した山口慎（山口平太郎毅の息子）の孫の金子香代が2004年「文芸せたがや」に書いたものです。ファミリーヒストリーの延長で当時随筆部門の3席でしかなく、批評の通り、練り直しを考えつつもできないまま没しました。そんな母の小文ですが、最近Wikipediaなどから関心を持って下さる方がいるので、この場をお借"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="小文『プリンス・マツダイラ物語』" title="小文『プリンス・マツダイラ物語』" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11661">小文『プリンス・マツダイラ物語』</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11661">明治５年からアメリカへ留学した最後の上田藩主・松平忠礼と弟の忠厚。その後忠厚は日本へ帰ることなく土木と建築を学びアメリカ人女性と結婚し、エンジニアとして測量器具を発明、大陸各地の橋や鉄道建設に携わる活躍をしながらも肺結核に倒れ、37才の若さでデンバーで亡くなりました。
今では上田の方々にはよく知られた話ですが、2000年上田市立博物館での松平忠厚展を機にした『プリンス・マツダイラ物語』は、2人の留学に随行した山口慎（山口平太郎毅の息子）の孫の金子香代が2004年「文芸せたがや」に書いたものです。ファミリーヒストリーの延長で当時随筆部門の3席でしかなく、批評の通り、練り直しを考えつつもできないまま没しました。そんな母の小文ですが、最近Wikipediaなどから関心を持って下さる方がいるので、この場をお借</a></td><td class="date">2022-12-02</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11644">55</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=11643">56</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/576/011643.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「サントミューゼ」サントミューゼは、近年みられる奇抜な構想の美術館とは違い、自然豊かな上田市ならではの敷地面積を活かした低層デザインが採用されている。細部に豊かな風土を感じることができる設計がなされているため、四季折々の豊かな情景とともに歴史・文化・自然といった上田の三本柱を感じることができる。内装は「上田の森」をテーマとして木材をふんだんに生かした建築がなされている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="サントミューゼ" title="サントミューゼ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11643">サントミューゼ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11643">サントミューゼは、近年みられる奇抜な構想の美術館とは違い、自然豊かな上田市ならではの敷地面積を活かした低層デザインが採用されている。細部に豊かな風土を感じることができる設計がなされているため、四季折々の豊かな情景とともに歴史・文化・自然といった上田の三本柱を感じることができる。内装は「上田の森」をテーマとして木材をふんだんに生かした建築がなされている。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11641">57</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/576/011641.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「柳町」この街道は「上田市における蚕を活かした都市開発」で述べた歴史的建築物の転換がほかの街道よりも顕著に表れている場所である。その背景として柳町にはかつて栄えていた小宮山製糸があったことが考えられる。町のパン屋さんをはじめとした、歴史的な家屋を改装した店舗が多く風情を残した景色は、歴史を感じることができる上田ならではの発展、街づくりにつながっていくのではないかと考える。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="柳町" title="柳町" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11641">柳町</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11641">この街道は「上田市における蚕を活かした都市開発」で述べた歴史的建築物の転換がほかの街道よりも顕著に表れている場所である。その背景として柳町にはかつて栄えていた小宮山製糸があったことが考えられる。町のパン屋さんをはじめとした、歴史的な家屋を改装した店舗が多く風情を残した景色は、歴史を感じることができる上田ならではの発展、街づくりにつながっていくのではないかと考える。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11640">58</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市における蚕を活かした都市開発」上田市の景観形成における蚕の役割として、蚕都としての歴史性を重視するというものがある。上田市の景観計画の一部として、かつて栄えていた城下町や養蚕が盛んであった地域周辺の家屋、並びに歴史的資産や街並みの保全をしながら活用することを都市計画の一部に組み込んでいる。特に、建築物や工作物においては蚕室造りといった伝統的な様式の建築物を継承または意匠することを景観における基準としている。また、色彩においても蚕都としての風情を感じることができる落ち着いた色調を求めている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田市における蚕を活かした都市開発" title="上田市における蚕を活かした都市開発" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11640">上田市における蚕を活かした都市開発</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11640">上田市の景観形成における蚕の役割として、蚕都としての歴史性を重視するというものがある。上田市の景観計画の一部として、かつて栄えていた城下町や養蚕が盛んであった地域周辺の家屋、並びに歴史的資産や街並みの保全をしながら活用することを都市計画の一部に組み込んでいる。特に、建築物や工作物においては蚕室造りといった伝統的な様式の建築物を継承または意匠することを景観における基準としている。また、色彩においても蚕都としての風情を感じることができる落ち着いた色調を求めている。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11573">59</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/516/011573.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕糸業からの転換」上田市を代表する蚕糸業の遺構と言っても過言ではない建築物である常田館製糸場。その所有者である笠原製糸は笠原工業に改称したのち現在では、精密機器や電子部品の開発、製造を行っている。常田館も笠原工業の現在の事業の一つである発泡スチロールの倉庫として現役で活躍している。内部を見学すると奥まった場所には発泡スチロールが積まれて保管されていた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕糸業からの転換" title="蚕糸業からの転換" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11573">蚕糸業からの転換</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11573">上田市を代表する蚕糸業の遺構と言っても過言ではない建築物である常田館製糸場。その所有者である笠原製糸は笠原工業に改称したのち現在では、精密機器や電子部品の開発、製造を行っている。常田館も笠原工業の現在の事業の一つである発泡スチロールの倉庫として現役で活躍している。内部を見学すると奥まった場所には発泡スチロールが積まれて保管されていた。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11572">60</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/516/011572.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「製糸業、紡績業跡地の活用」現在のアリオ上田店、サントミューぜ、上田警察署周辺の区画は鐘紡の紡績工場の跡地である。蚕糸業、紡績業の工場であった広大な土地は工場の廃止、撤退後の再開発事業で活用されている。アリオ上田の西隣にある積水ハウスの宅地開発分譲地「コモンステージ天神の杜」の西端は工場跡の区画のままの形のまま残っている点も興味深い。

2枚目資料: 上田市ホームページ『 コモンステージ天神の杜 』 建築協定
https://www.city.ueda.nagano.jp/uploaded/attachment/40476.pdf"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="製糸業、紡績業跡地の活用" title="製糸業、紡績業跡地の活用" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11572">製糸業、紡績業跡地の活用</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11572">現在のアリオ上田店、サントミューぜ、上田警察署周辺の区画は鐘紡の紡績工場の跡地である。蚕糸業、紡績業の工場であった広大な土地は工場の廃止、撤退後の再開発事業で活用されている。アリオ上田の西隣にある積水ハウスの宅地開発分譲地「コモンステージ天神の杜」の西端は工場跡の区画のままの形のまま残っている点も興味深い。

2枚目資料: 上田市ホームページ『 コモンステージ天神の杜 』 建築協定
https://www.city.ueda.nagano.jp/uploaded/attachment/40476.pdf</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11569">61</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/549/011569_0023_002.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「アリオ神社」　2021年12月28日にアリオ上田に設置された通称アリオ神社。本当の名前は「四阿流尾神社（あずまやりゅうおじんじゃ）」といい、上田市真田町長にある「山家神社」の分祀だそうだ。

　社の大きさは横68㎝、奥行き88㎝、高さ約100㎝で総ヒバ造り。真田町の建築業者が設計し、武石村の大工が建築した。

　山家神社の始まりは、食物の実り、郷の安寧、人々の無事を大きなしぜんのなかの一部として生かされていることに感謝し、祈りを捧げ掌を合わせたことである。
　主祭神は国造り、国護り神話の中心的な神である大国主神、対偶神の伊邪那伎神との国生み、神生みの伊邪那美神、伊邪那伎神が伊邪那美神を追って黄泉国に到り、そこから逃げ帰ろうとして、黄泉平坂で争った際、間に立って二神の調停をした菊理媛神である。

　神社の隣には"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="アリオ神社" title="アリオ神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11569">アリオ神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11569">　2021年12月28日にアリオ上田に設置された通称アリオ神社。本当の名前は「四阿流尾神社（あずまやりゅうおじんじゃ）」といい、上田市真田町長にある「山家神社」の分祀だそうだ。

　社の大きさは横68㎝、奥行き88㎝、高さ約100㎝で総ヒバ造り。真田町の建築業者が設計し、武石村の大工が建築した。

　山家神社の始まりは、食物の実り、郷の安寧、人々の無事を大きなしぜんのなかの一部として生かされていることに感謝し、祈りを捧げ掌を合わせたことである。
　主祭神は国造り、国護り神話の中心的な神である大国主神、対偶神の伊邪那伎神との国生み、神生みの伊邪那美神、伊邪那伎神が伊邪那美神を追って黄泉国に到り、そこから逃げ帰ろうとして、黄泉平坂で争った際、間に立って二神の調停をした菊理媛神である。

　神社の隣には</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11559">62</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/586/011559.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前山寺」　真言宗のお寺である前山寺。
　マツやサクラなどの並木が両側をおおう約150メートルの参道は、昭和54年に上田市文化財保護条例により市指定記念物に指定された。山に向かって参道を進むと、色あせた木でできた風情漂う門が出迎える。門をくぐった先には国の重要文化財に指定されている三重塔がそびえ立ち、戦国時代から伝わる建築美を間近で楽しむことができた。
　入山料は一般・大学生200円。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="前山寺" title="前山寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11559">前山寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11559">　真言宗のお寺である前山寺。
　マツやサクラなどの並木が両側をおおう約150メートルの参道は、昭和54年に上田市文化財保護条例により市指定記念物に指定された。山に向かって参道を進むと、色あせた木でできた風情漂う門が出迎える。門をくぐった先には国の重要文化財に指定されている三重塔がそびえ立ち、戦国時代から伝わる建築美を間近で楽しむことができた。
　入山料は一般・大学生200円。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11546">63</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺」長野県上田市別所温泉の近くにある寺。中国から伝わった禅宗様で作られている。現存する国内唯一の木造八角三重塔であり、とても貴重な建築物である。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺" title="安楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11546">安楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11546">長野県上田市別所温泉の近くにある寺。中国から伝わった禅宗様で作られている。現存する国内唯一の木造八角三重塔であり、とても貴重な建築物である。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11545">64</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/534/011545.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺」長野県上田市別所温泉の近くにある寺。中国から伝わった禅宗様で作られている。現存する国内唯一の木造八角三重塔であり、とても貴重な建築物である。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺" title="安楽寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11545">安楽寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11545">長野県上田市別所温泉の近くにある寺。中国から伝わった禅宗様で作られている。現存する国内唯一の木造八角三重塔であり、とても貴重な建築物である。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11540">65</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/554/011540.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「五階鉄筋繭倉庫」出火全焼のために建て替えられた、鉄筋コンクリート造りの五階建て建築物です。木造五階建繭倉とは異なり、干繭倉として建てられたもので、入り口は両開きの鉄扉が使用されています。階高も約240～345㎝と木造より高くなっており、繭の乾燥に優れた造りになっていました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="五階鉄筋繭倉庫" title="五階鉄筋繭倉庫" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11540">五階鉄筋繭倉庫</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11540">出火全焼のために建て替えられた、鉄筋コンクリート造りの五階建て建築物です。木造五階建繭倉とは異なり、干繭倉として建てられたもので、入り口は両開きの鉄扉が使用されています。階高も約240～345㎝と木造より高くなっており、繭の乾燥に優れた造りになっていました。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11515">66</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/570/011515.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「三階繭倉庫・五階繭倉庫通路」三階繭倉庫・五階繭倉庫は木造であり、「多窓式繭乾燥」・保管のための倉庫として、建築されたそうです。窓をよく見ると、黒く塗り固めています。これは、製糸方法の変化に伴い、通風の確保を必要としなくなり、保管のみの目的にかわったことからこのような工夫がなされているのだそうです。

製糸業の盛んな時期にも、新しい技術や工夫が加えられて行ったことが分かりました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="三階繭倉庫・五階繭倉庫通路" title="三階繭倉庫・五階繭倉庫通路" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11515">三階繭倉庫・五階繭倉庫通路</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11515">三階繭倉庫・五階繭倉庫は木造であり、「多窓式繭乾燥」・保管のための倉庫として、建築されたそうです。窓をよく見ると、黒く塗り固めています。これは、製糸方法の変化に伴い、通風の確保を必要としなくなり、保管のみの目的にかわったことからこのような工夫がなされているのだそうです。

製糸業の盛んな時期にも、新しい技術や工夫が加えられて行ったことが分かりました。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11509">67</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/011509.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上塩尻まちあるき：モリス先生と一緒に」上塩尻まちあるきでは、建築史学のマーティン・モリス先生をお迎えして一緒にまちあるきし、古建築の保全・活用に関するレクチャーもしていただきました。モリス先生は上塩尻の蚕種製造民家の建築史的調査をされた方で、上塩尻の建築・景観に対しては特別の関心を持たれています。

モリス先生の母国イギリスは歴史的な建造物である古建築を民間の意思で保全活用する「ナショナルトラスト」が発達した社会です。日本では歴史的建造物を保全し活用しようという気運は少ないのが実情です。上塩尻では「佐藤家住宅(三ツ引)」が2021年、上塩尻では初めて国登録有形文化財となりました。これを機会に、上塩尻の古建築、歴史的景観の貴さが再発見され、地域づくりに活かされていくことを願いたいものです。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/011509.jpg" alt="上塩尻まちあるき：モリス先生と一緒に" title="上塩尻まちあるき：モリス先生と一緒に" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11509">上塩尻まちあるき：モリス先生と一緒に</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11509">上塩尻まちあるきでは、建築史学のマーティン・モリス先生をお迎えして一緒にまちあるきし、古建築の保全・活用に関するレクチャーもしていただきました。モリス先生は上塩尻の蚕種製造民家の建築史的調査をされた方で、上塩尻の建築・景観に対しては特別の関心を持たれています。

モリス先生の母国イギリスは歴史的な建造物である古建築を民間の意思で保全活用する「ナショナルトラスト」が発達した社会です。日本では歴史的建造物を保全し活用しようという気運は少ないのが実情です。上塩尻では「佐藤家住宅(三ツ引)」が2021年、上塩尻では初めて国登録有形文化財となりました。これを機会に、上塩尻の古建築、歴史的景観の貴さが再発見され、地域づくりに活かされていくことを願いたいものです。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11496">68</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=11482">69</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/518/011482.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧宣教師館」下之郷に位置するこの建物は、明治後期にカナダから来日した宣教師達のために建設されました。明治期は上田が蚕都として急速に発展していた時期でもあり、当時の発展の一部でもあると考えることができます。今では明治期の本格的な西洋建築を残す貴重な建物であると同時に、当時の上田が蚕都として栄えていた事が伺える遺産の一つでもあるように感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="旧宣教師館" title="旧宣教師館" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11482">旧宣教師館</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11482">下之郷に位置するこの建物は、明治後期にカナダから来日した宣教師達のために建設されました。明治期は上田が蚕都として急速に発展していた時期でもあり、当時の発展の一部でもあると考えることができます。今では明治期の本格的な西洋建築を残す貴重な建物であると同時に、当時の上田が蚕都として栄えていた事が伺える遺産の一つでもあるように感じました。</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11251">70</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/616/011251.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕種の里「上塩尻」まちあるきで再発見2022/11/26(藤本蚕業プロジェクト主催)＝終了」<font size=+2>上塩尻の蚕種製造民家、街並み、猫瓦（それ何？）などをめぐる見学会です。</font>

令和４年度長野県地域発元気づくり支援金事業「藤本蚕業資源活用事業」
蚕種の里上塩尻をまちあるき、古建築と景観の保全活用についても意見交換

日本一の蚕種製造の中心地だった上塩尻の街並みや建物を探訪します。当日は建築史学のモリス先生を交え、古建築・景観の保全活用について地元の皆様とも意見交換します。

【日時】2022年11月26日(土)
　・まちあるき	13:00～15:00 雨天決行
　・意見交換会	15:15～17:15（塩尻地区公民館）
【場所】藤本蚕業歴史館に集合（長野県上田市上塩尻 248）駐車場あり
【主催】藤本蚕業プロジェクト
【協力】西部地域まちづくりの会 自然・生活環境部会、上塩尻自治会、上塩尻今昔の会
【定員】・まちあるき ３"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="蚕種の里「上塩尻」まちあるきで再発見2022/11/26(藤本蚕業プロジェクト主催)＝終了" title="蚕種の里「上塩尻」まちあるきで再発見2022/11/26(藤本蚕業プロジェクト主催)＝終了" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11251">蚕種の里「上塩尻」まちあるきで再発見2022/11/26(藤本蚕業プロジェクト主催)＝終了</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11251"><font size=+2>上塩尻の蚕種製造民家、街並み、猫瓦（それ何？）などをめぐる見学会です。</font>

令和４年度長野県地域発元気づくり支援金事業「藤本蚕業資源活用事業」
蚕種の里上塩尻をまちあるき、古建築と景観の保全活用についても意見交換

日本一の蚕種製造の中心地だった上塩尻の街並みや建物を探訪します。当日は建築史学のモリス先生を交え、古建築・景観の保全活用について地元の皆様とも意見交換します。

【日時】2022年11月26日(土)
　・まちあるき	13:00～15:00 雨天決行
　・意見交換会	15:15～17:15（塩尻地区公民館）
【場所】藤本蚕業歴史館に集合（長野県上田市上塩尻 248）駐車場あり
【主催】藤本蚕業プロジェクト
【協力】西部地域まちづくりの会 自然・生活環境部会、上塩尻自治会、上塩尻今昔の会
【定員】・まちあるき ３</a></td><td class="date">2022-11-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11249">71</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/616/011249.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)[終了]」令和４年度長野県地域発元気づくり支援金事業「藤本蚕業資源活用事業」
佐藤家住宅・旧佐藤宗家/藤本蚕業歴史館見学会

蚕種の里とも呼ばれた上田市上塩尻に残る全国的にも希少な蚕種製造施設/蚕種製造民家を見学し、建物に触れながら建築上の特色や歴史的背景などを学び、地域づくりに活かしていきます。見学会の様子をデジタルアーカイブ化し、全国に向けても情報発信する機会とします。

【見学内容】佐藤家住宅(三ツ引)(2021年国登録有形文化財登録)、旧佐藤宗家(蚕室２
棟と邸宅跡)、藤本蚕業歴史館(旧藤本蚕業社屋)を見学。藤本蚕業歴史館展示室を事前開放。
【日時】2022 年 10 月 29 日(土) 14:00～16:00 雨天決行 （歴史館の事前見学 13:00～）
【場所】藤本蚕業歴史館に集合（長野県上田市上塩尻 248）駐車場あり
【主催】藤本蚕業プロジェ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)[終了]" title="佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)[終了]" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11249">佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)[終了]</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11249">令和４年度長野県地域発元気づくり支援金事業「藤本蚕業資源活用事業」
佐藤家住宅・旧佐藤宗家/藤本蚕業歴史館見学会

蚕種の里とも呼ばれた上田市上塩尻に残る全国的にも希少な蚕種製造施設/蚕種製造民家を見学し、建物に触れながら建築上の特色や歴史的背景などを学び、地域づくりに活かしていきます。見学会の様子をデジタルアーカイブ化し、全国に向けても情報発信する機会とします。

【見学内容】佐藤家住宅(三ツ引)(2021年国登録有形文化財登録)、旧佐藤宗家(蚕室２
棟と邸宅跡)、藤本蚕業歴史館(旧藤本蚕業社屋)を見学。藤本蚕業歴史館展示室を事前開放。
【日時】2022 年 10 月 29 日(土) 14:00～16:00 雨天決行 （歴史館の事前見学 13:00～）
【場所】藤本蚕業歴史館に集合（長野県上田市上塩尻 248）駐車場あり
【主催】藤本蚕業プロジェ</a></td><td class="date">2022-11-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11233">72</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/528/011233.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「みすゞ飴本舗」明治27年に上田倉庫株式会社の蚕繭集積倉庫として建築され、蚕繭出荷の前線基地として活躍した繭倉の一つです。
蚕都上田が盛んだった当時は数十棟の繭倉が上田駅前に軒を連ねていましたが、終戦後は生糸関連産業が急速に衰退し、昭和30年代から40年代前半にかけて次々と取り壊されていきました。
昭和45年、飯島商店（現在のみすゞ飴本舗）が諏訪倉庫から2棟の繭倉を購入し、現在も飯島商店事務棟・作業棟であるとともに、当時の蚕都上田について知ることができる貴重な産業遺産になっています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="みすゞ飴本舗" title="みすゞ飴本舗" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11233">みすゞ飴本舗</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11233">明治27年に上田倉庫株式会社の蚕繭集積倉庫として建築され、蚕繭出荷の前線基地として活躍した繭倉の一つです。
蚕都上田が盛んだった当時は数十棟の繭倉が上田駅前に軒を連ねていましたが、終戦後は生糸関連産業が急速に衰退し、昭和30年代から40年代前半にかけて次々と取り壊されていきました。
昭和45年、飯島商店（現在のみすゞ飴本舗）が諏訪倉庫から2棟の繭倉を購入し、現在も飯島商店事務棟・作業棟であるとともに、当時の蚕都上田について知ることができる貴重な産業遺産になっています。</a></td><td class="date">2022-11-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11216">73</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/011216.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長野市のOYAKI FARM」開店した後、何度かこの横を車で通過はしたのですが、やっとお店に入りました。こういう趣向のおやき店は記憶にありません。ウッディーな店内の建築デザイン。さらにおやきのイメージを一新するおやき商品のデザイン。見ただけで食指が動きます。開放的な屋上にもついつい誘われます。

このお店は鬼無里のいろは堂でしたか。鬼無里でもいろは堂のおやきを食べたことがあります。香ばしく別格に美味しい。このおいしさの秘密は？　と知りたくなります。

ところでこの向かいにあったおぎのやドライブインは更地になっていました。昭和の記憶が消え、隣にできたおしゃれなおやき店に生まれ変わったような印象を受けます。

★<a href=https://www.irohado.com/f/oyakifarm>OYAKI FARM</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/011216.jpg" alt="長野市のOYAKI FARM" title="長野市のOYAKI FARM" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11216">長野市のOYAKI FARM</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11216">開店した後、何度かこの横を車で通過はしたのですが、やっとお店に入りました。こういう趣向のおやき店は記憶にありません。ウッディーな店内の建築デザイン。さらにおやきのイメージを一新するおやき商品のデザイン。見ただけで食指が動きます。開放的な屋上にもついつい誘われます。

このお店は鬼無里のいろは堂でしたか。鬼無里でもいろは堂のおやきを食べたことがあります。香ばしく別格に美味しい。このおいしさの秘密は？　と知りたくなります。

ところでこの向かいにあったおぎのやドライブインは更地になっていました。昭和の記憶が消え、隣にできたおしゃれなおやき店に生まれ変わったような印象を受けます。

★<a href=https://www.irohado.com/f/oyakifarm>OYAKI FARM</a></a></td><td class="date">2022-11-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10446">74</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/515/010446.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺・八角三重塔」八角三重塔は、長野県で最初に国宝に指定された建物です。木造の八角塔としては全国で一つしかないという貴重な建築です。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺・八角三重塔" title="安楽寺・八角三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10446">安楽寺・八角三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10446">八角三重塔は、長野県で最初に国宝に指定された建物です。木造の八角塔としては全国で一つしかないという貴重な建築です。</a></td><td class="date">2022-10-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10438">75</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/010438.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「佐藤家住宅等見学会2022/10/29実施」藤本蚕業プロジェクトによる佐藤家住宅等見学会を実施しました。見学した建物は佐藤家住宅(三ツ引)[国登録有形文化財]、旧佐藤宗家の敷地跡、蚕室２棟です。14:00から16:00過ぎまでたっぷり約２時間、これらの建造物を調査された信州大学の梅干野先生、勝亦先生の解説をいただきながら見学をしました。

詳しくは別途説明します。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/010438.jpg" alt="佐藤家住宅等見学会2022/10/29実施" title="佐藤家住宅等見学会2022/10/29実施" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10438">佐藤家住宅等見学会2022/10/29実施</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10438">藤本蚕業プロジェクトによる佐藤家住宅等見学会を実施しました。見学した建物は佐藤家住宅(三ツ引)[国登録有形文化財]、旧佐藤宗家の敷地跡、蚕室２棟です。14:00から16:00過ぎまでたっぷり約２時間、これらの建造物を調査された信州大学の梅干野先生、勝亦先生の解説をいただきながら見学をしました。

詳しくは別途説明します。</a></td><td class="date">2022-10-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10425">76</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=10345">77</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/010345.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)」令和４年度長野県地域発元気づくり支援金事業「藤本蚕業資源活用事業」
佐藤家住宅・旧佐藤宗家/藤本蚕業歴史館見学会

蚕種の里とも呼ばれた上田市上塩尻に残る全国的にも希少な蚕種製造施設/蚕種製造民家を見学し、建物に触れながら建築上の特色や歴史的背景などを学び、地域づくりに活かしていきます。見学会の様子をデジタルアーカイブ化し、全国に向けても情報発信する機会とします。

【見学内容】佐藤家住宅(三ツ引)(2021年国登録有形文化財登録)、旧佐藤宗家(蚕室２
棟と邸宅跡)、藤本蚕業歴史館(旧藤本蚕業社屋)を見学。藤本蚕業歴史館展示室を事前開放。
【日時】2022 年 10 月 29 日(土) 14:00～16:00 雨天決行 （歴史館の事前見学 13:00～）
【場所】藤本蚕業歴史館に集合（長野県上田市上塩尻 248）駐車場あり
【主催】藤本蚕業プロジェ"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/010345.jpg" alt="佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)" title="佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10345">佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10345">令和４年度長野県地域発元気づくり支援金事業「藤本蚕業資源活用事業」
佐藤家住宅・旧佐藤宗家/藤本蚕業歴史館見学会

蚕種の里とも呼ばれた上田市上塩尻に残る全国的にも希少な蚕種製造施設/蚕種製造民家を見学し、建物に触れながら建築上の特色や歴史的背景などを学び、地域づくりに活かしていきます。見学会の様子をデジタルアーカイブ化し、全国に向けても情報発信する機会とします。

【見学内容】佐藤家住宅(三ツ引)(2021年国登録有形文化財登録)、旧佐藤宗家(蚕室２
棟と邸宅跡)、藤本蚕業歴史館(旧藤本蚕業社屋)を見学。藤本蚕業歴史館展示室を事前開放。
【日時】2022 年 10 月 29 日(土) 14:00～16:00 雨天決行 （歴史館の事前見学 13:00～）
【場所】藤本蚕業歴史館に集合（長野県上田市上塩尻 248）駐車場あり
【主催】藤本蚕業プロジェ</a></td><td class="date">2022-10-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10274">78</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/585/010274.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺八角三重塔」少なくとも1290年代には建立されたとする。曹洞宗のお寺。国宝に指定されている。安楽寺にはほかにも重要う文化財が多く貯蔵されているが、この八角三重塔が最も有名であろう。また日本における国最古の禅宗様建築でもある。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="安楽寺八角三重塔" title="安楽寺八角三重塔" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10274">安楽寺八角三重塔</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10274">少なくとも1290年代には建立されたとする。曹洞宗のお寺。国宝に指定されている。安楽寺にはほかにも重要う文化財が多く貯蔵されているが、この八角三重塔が最も有名であろう。また日本における国最古の禅宗様建築でもある。</a></td><td class="date">2022-10-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10119">79</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/010119.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「モリス先生「古建築を活かし、持続できる生活を創る」」<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/sK0YwYj30jM?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
聞き手：前川道博（長野大学）
2018/06/25、千葉大学のモリス研究室で


上田市上塩尻の蚕種製造民家を2005年頃に調査したマーティン・モリス先生（現千葉大学名誉教授）に、まだモリス先生が千葉大学で教鞭をとられていた2018年、研究室を訪問し、古い民家と町並みが残る地域を未来に向けてどう保全活用するとよいかをお聴きしました。

【大意】
文化財制度の弱点は目玉となる文化財しか残せないこと。目玉しか残せないと古民家を修復できる職人がいなくなる。保全できないので維持管理にお金がかかるという悪循環に陥る。
その点で上塩尻の蚕種製造民家群は静かな旧北国街道沿いに展開しており保存しやすい条件が揃っている。上塩尻には優れた文化が凝集している。住民にその価値を感じてもらうことが大切。古民家"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/010119.jpg" alt="モリス先生「古建築を活かし、持続できる生活を創る」" title="モリス先生「古建築を活かし、持続できる生活を創る」" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10119">モリス先生「古建築を活かし、持続できる生活を創る」</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10119"><iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/sK0YwYj30jM?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
聞き手：前川道博（長野大学）
2018/06/25、千葉大学のモリス研究室で


上田市上塩尻の蚕種製造民家を2005年頃に調査したマーティン・モリス先生（現千葉大学名誉教授）に、まだモリス先生が千葉大学で教鞭をとられていた2018年、研究室を訪問し、古い民家と町並みが残る地域を未来に向けてどう保全活用するとよいかをお聴きしました。

【大意】
文化財制度の弱点は目玉となる文化財しか残せないこと。目玉しか残せないと古民家を修復できる職人がいなくなる。保全できないので維持管理にお金がかかるという悪循環に陥る。
その点で上塩尻の蚕種製造民家群は静かな旧北国街道沿いに展開しており保存しやすい条件が揃っている。上塩尻には優れた文化が凝集している。住民にその価値を感じてもらうことが大切。古民家</a></td><td class="date">2022-10-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10067">80</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/595/010067.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「鏡池」長野県戸隠にあり、周りに建築物などなく、自然本来の雰囲気を味わえる場所。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="鏡池" title="鏡池" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10067">鏡池</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10067">長野県戸隠にあり、周りに建築物などなく、自然本来の雰囲気を味わえる場所。</a></td><td class="date">2022-10-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9070">81</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/009070.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「さながらワルハラ城、角川武蔵野ミュージアム」所沢に出現した巨大な石造りのように見える城塞。何だと思いますか？

現代の都市環境に石でできた堅牢な城塞に見えます。周辺の都市環境の中で、一際目立ち、異物感があります。誰もが「なんだ、あれ」と思って見てしまうインパクトがあります。さながらワルハラ城。ワーグナーの楽劇『ニーベルングの指環』のあの神々の城を真っ先に連想しました。あの隈源吾さんの建築デザインとは後から知りました。

角川武蔵野ミュージアムはこの異物感のある建築ばかりでなく、施設のコンセプト自体が常識を覆す画期的なミュージアムです。建物から歌舞いて（とんがって）います。松岡正剛さんが館長。ホームページを見ると、松岡正剛館長がいかにも、という感じで、そのコンセプトを披露しています。これは面白い！

★<a href=https://kadcul.com/>角"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/009070.jpg" alt="さながらワルハラ城、角川武蔵野ミュージアム" title="さながらワルハラ城、角川武蔵野ミュージアム" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9070">さながらワルハラ城、角川武蔵野ミュージアム</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9070">所沢に出現した巨大な石造りのように見える城塞。何だと思いますか？

現代の都市環境に石でできた堅牢な城塞に見えます。周辺の都市環境の中で、一際目立ち、異物感があります。誰もが「なんだ、あれ」と思って見てしまうインパクトがあります。さながらワルハラ城。ワーグナーの楽劇『ニーベルングの指環』のあの神々の城を真っ先に連想しました。あの隈源吾さんの建築デザインとは後から知りました。

角川武蔵野ミュージアムはこの異物感のある建築ばかりでなく、施設のコンセプト自体が常識を覆す画期的なミュージアムです。建物から歌舞いて（とんがって）います。松岡正剛さんが館長。ホームページを見ると、松岡正剛館長がいかにも、という感じで、そのコンセプトを披露しています。これは面白い！

★<a href=https://kadcul.com/>角</a></td><td class="date">2022-06-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8937">82</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/464/008937.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「開智学校」令和元年に国宝となった旧開智学校。
その付近には、現在の開智小学校もあり小学生が元気に通う光景がみられる。
文明開化の時代を象徴する洋風とも和風ともいえない不思議な建築は「擬洋風建築」と呼ばれている。特に目につくのがシンボルともいえる学校名を掲げる二人の天使。どことなく日本人的な顔をしていて羽が茶色いというのも珍しい姿である。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/464/thumbnails/008937.jpg" alt="開智学校" title="開智学校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8937">開智学校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8937">令和元年に国宝となった旧開智学校。
その付近には、現在の開智小学校もあり小学生が元気に通う光景がみられる。
文明開化の時代を象徴する洋風とも和風ともいえない不思議な建築は「擬洋風建築」と呼ばれている。特に目につくのがシンボルともいえる学校名を掲げる二人の天使。どことなく日本人的な顔をしていて羽が茶色いというのも珍しい姿である。</a></td><td class="date">2022-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8622">83</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/428/008622.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田映劇の内装（2）」上田映劇に見学させて頂いた際、昔使用していた使用人室やプロジェクターを特別に案内させて頂いた。
　画像にある映写機は、フィルム映画を上映するときに用いるものである。現在も実際にこの映写機を用いてフィルム映画の上映を現在でも行っているとのことだった。
　二階にある使用人室は、上田映劇が映画の上演で賑わっていた際に、寝泊まりするために用いられていた。また、映画「晴天の霹靂」「浅草キッド」で上田映劇が舞台として使用された際も用いられた。ネット上の記事を確認したところ、舞台で用いられたセットが記念として残されているとのことだったが、見学させて頂いた際にはセットの劣化に伴い昨年撤去されたとのことだった。ロビーなどに比べ、一般の方が入られることが少なく改装されていないのか、1917年に建築さ"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/428/thumbnails/008622.jpg" alt="上田映劇の内装（2）" title="上田映劇の内装（2）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8622">上田映劇の内装（2）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8622">上田映劇に見学させて頂いた際、昔使用していた使用人室やプロジェクターを特別に案内させて頂いた。
　画像にある映写機は、フィルム映画を上映するときに用いるものである。現在も実際にこの映写機を用いてフィルム映画の上映を現在でも行っているとのことだった。
　二階にある使用人室は、上田映劇が映画の上演で賑わっていた際に、寝泊まりするために用いられていた。また、映画「晴天の霹靂」「浅草キッド」で上田映劇が舞台として使用された際も用いられた。ネット上の記事を確認したところ、舞台で用いられたセットが記念として残されているとのことだったが、見学させて頂いた際にはセットの劣化に伴い昨年撤去されたとのことだった。ロビーなどに比べ、一般の方が入られることが少なく改装されていないのか、1917年に建築さ</a></td><td class="date">2022-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8601">84</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「6　まとめ」明治～大正時代の文化や生活について調べていて、西洋の文化が取り入れられ現代つながる様々な変化が訪れたことを知り大変興味深く思いました。伝統や文化的特徴が残るというのは、そのもの自体に価値があることの証明なのだと感じました。
上田市も建築や鉄道開発などの点で影響を受けており、養蚕業で発展した街がさらに賑わうことの一助となりました。「蚕都上田」と呼ばれる当時の上田市は、金融業も盛んであり、資料で見てみると街の中の銀行の多さが如実にそれを表しています。製糸業の盛んな街には銀行の数が多いのも大きな特色なのだと思われます。

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

この探求を通して、上田市の文化的特徴や、当時の観光、産業の発展について深く知ることが出来ました。現在の上田市は、観光都市として発展しているわけではありませんが、こ</a></td><td class="date">2022-02-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8596">85</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/427/008596.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕種協業組合事務棟」上田市にある蚕種の象徴的な木造二階建て建築。
登録有形文化財（建造物）

上田蚕種協業組合は、1916年上田蚕種株式会社として設立したのが始まり。主要な建物が翌6年に完成。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。

このような建物からのみで22万箱もの量の蚕種が製造されていたことから、その技術高さが感じられる。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/427/thumbnails/008596.jpg" 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=8596">上田蚕種協業組合事務棟</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8596">上田市にある蚕種の象徴的な木造二階建て建築。
登録有形文化財（建造物）

上田蚕種協業組合は、1916年上田蚕種株式会社として設立したのが始まり。主要な建物が翌6年に完成。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。

このような建物からのみで22万箱もの量の蚕種が製造されていたことから、その技術高さが感じられる。</a></td><td class="date">2022-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8548">86</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/421/008548.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「4 上田市の建築物」明治、大正から機能を失わず現在まで残り続けている上田市の建物を身近なところから探してみました。
旧宣教師館、上田蚕種協業組合事務所棟、大家駅、飯島商店、別所温泉など数多くあり、この時代から存在する産業や文化を読み解くことが出来ます。
私たちが利用する上田駅も明治21年に開業されたものであり、駅や店が多い街の庶民の生活は非常に賑わっていたのだと思われます。
また、上田市は養蚕業で発展を遂げた地域です。観光、文化、特産品の面でもそれは大きく影響していると思います。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/421/thumbnails/008548.jpg" alt="4 上田市の建築物" title="4 上田市の建築物" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8548">4 上田市の建築物</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8548">明治、大正から機能を失わず現在まで残り続けている上田市の建物を身近なところから探してみました。
旧宣教師館、上田蚕種協業組合事務所棟、大家駅、飯島商店、別所温泉など数多くあり、この時代から存在する産業や文化を読み解くことが出来ます。
私たちが利用する上田駅も明治21年に開業されたものであり、駅や店が多い街の庶民の生活は非常に賑わっていたのだと思われます。
また、上田市は養蚕業で発展を遂げた地域です。観光、文化、特産品の面でもそれは大きく影響していると思います。</a></td><td class="date">2022-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8547">87</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/421/008547.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「3 生活の場」明治～大正時代の建築については、日本は古来から一貫した木造建築でしたが、明治には洋風の石造、煉瓦造が移入され末期には鉄骨造や鉄筋コンクリート造の新構造が出現し、大正期の耐震耐火の本格的近代建築へ発展しました。いわゆるルネッサンスやネオバロックの復古様式の二番煎じが移植され、疑似洋風建築と呼ばれるような建築物が多く造られました。しかし洋風化には多額の費用がかかったため、庶民の生活の場である住宅は、やはり日本家屋が多かったそうです。

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

生活を便利にしたアイテムとしてはランプやマッチが挙げられます。江戸時代まで使われていた行燈やろうそくに比べ石油式ランプはかなり明るく、通り沿いに設置されたガス灯は夜の街を照らすのに大変役立ちました。
また、マッチの輸入によってそれまで火打石で火を起</a></td><td class="date">2022-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8545">88</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/421/008545.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「2 文明開化」この時代は西洋の文化が日本に浸透し始め、現代につながる様々な変化が生じた時代です。
食や服飾、建築などの文化において西洋の要素を取り入れ、模倣し、日本のものを取り入れるなどをして洋風に変わっていきました。

服装に関しては軍人や役人、上流階級の人の間には制服や礼服として早くから洋服が広まっていきました。庶民の間では着物が一般的であり、外で洋服を着ている男性も家では和服に着替える等の例もあったそうですが、髪型は明治に入り大きく変わりました。「散髪令」によってちょんまげを切ることが強制されました。男性は誰もが洋風の短髪になり、それに合わせて山高帽などの帽子も流行るようになりました。
女性は明治に入っても着物に日本髪が主流でしたが、化学染料を使った染物や西洋風の模様が取り入れられ、"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/421/thumbnails/008545.jpg" alt="2 文明開化" title="2 文明開化" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8545">2 文明開化</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8545">この時代は西洋の文化が日本に浸透し始め、現代につながる様々な変化が生じた時代です。
食や服飾、建築などの文化において西洋の要素を取り入れ、模倣し、日本のものを取り入れるなどをして洋風に変わっていきました。

服装に関しては軍人や役人、上流階級の人の間には制服や礼服として早くから洋服が広まっていきました。庶民の間では着物が一般的であり、外で洋服を着ている男性も家では和服に着替える等の例もあったそうですが、髪型は明治に入り大きく変わりました。「散髪令」によってちょんまげを切ることが強制されました。男性は誰もが洋風の短髪になり、それに合わせて山高帽などの帽子も流行るようになりました。
女性は明治に入っても着物に日本髪が主流でしたが、化学染料を使った染物や西洋風の模様が取り入れられ、</a></td><td class="date">2022-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8449">89</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/409/008449.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「身延線の開通」明治３８年あたり、以前の富士川鉄道を企画した資産家をはじめ、甲州の資産家らが賛同し、「富士身延鉄道株式会社」を設立した。この計画では以前の、富士市の岩淵から富士川の流域に沿って甲府までというコースから富士宮市大宮地区の経済発展を考え、富士から大宮を通り甲府に向かうルートで計画された。そのため、甲府までの鉄道の用地買収に加えて、先ほども説明した富士馬車鉄道の権利の買収を行なった。

日蓮宗の総本山である身延山参拝を鉄道計画の一つの目的としていたため、富士身延間の工事をまず行った。富士大宮間は問題なく開通された。しかし、大宮から芝川、そしてその北部の工事がはじまると、第一次世界大戦と重なり物価の異常な高騰により、建築資材の調達、用地買収が難しくなっていき、中断を余儀なくされてしま"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/409/thumbnails/008449.png" alt="身延線の開通" title="身延線の開通" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8449">身延線の開通</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8449">明治３８年あたり、以前の富士川鉄道を企画した資産家をはじめ、甲州の資産家らが賛同し、「富士身延鉄道株式会社」を設立した。この計画では以前の、富士市の岩淵から富士川の流域に沿って甲府までというコースから富士宮市大宮地区の経済発展を考え、富士から大宮を通り甲府に向かうルートで計画された。そのため、甲府までの鉄道の用地買収に加えて、先ほども説明した富士馬車鉄道の権利の買収を行なった。

日蓮宗の総本山である身延山参拝を鉄道計画の一つの目的としていたため、富士身延間の工事をまず行った。富士大宮間は問題なく開通された。しかし、大宮から芝川、そしてその北部の工事がはじまると、第一次世界大戦と重なり物価の異常な高騰により、建築資材の調達、用地買収が難しくなっていき、中断を余儀なくされてしま</a></td><td class="date">2022-02-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8411">90</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/251/008411.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧中込学校へ」佐久市にある重要文化財「旧中込学校」へ10月に行ってきました。
見た目は、松本にある開智学校に似ていると思いました。
緑色と白色を基調としたシンプルな洋風デザインです。
この学校は、日本の学校建築に現存する最古級の擬洋風建築物だと言われています。

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

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

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

仮に今の時代に計算を教えるとしても、大きな電卓は使いませんよね(笑)
今なら、どうでしょう、先生の手元をカメラで写しながら、プロジェクタ</a></td><td class="date">2022-02-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8241">91</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/428/008241.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田映劇の内装」　上田映劇は映画撮影やライブなどに合わせて一部改装されたりしているそうだが、建物自体は大正6年に建築されてから変わっていないため、歴史を感じる事が出来る建物となっている。
2014年に上映された「晴天の霹靂」のメイン舞台となっていたため、入り口には雷門ホールと看板が立てられたりしていた時期もあった。しかし、あくまで映画のセットとして付けられたものということもあり、耐久性が高くなく昨年撤去されたのこと。
上田の市街地に建てられていることもあり建物の横幅が広くないため、外側から建物を見ても建物自体が大きく見えない。だが、奥行きのある建物となっているため、シアターに入ってみるとシアター内の広さに驚かされる。
シアター内は一階と二階の二つに分かれているが、現在は安全上の問題で一階のみ利用可"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/428/thumbnails/008241.jpg" alt="上田映劇の内装" title="上田映劇の内装" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8241">上田映劇の内装</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8241">　上田映劇は映画撮影やライブなどに合わせて一部改装されたりしているそうだが、建物自体は大正6年に建築されてから変わっていないため、歴史を感じる事が出来る建物となっている。
2014年に上映された「晴天の霹靂」のメイン舞台となっていたため、入り口には雷門ホールと看板が立てられたりしていた時期もあった。しかし、あくまで映画のセットとして付けられたものということもあり、耐久性が高くなく昨年撤去されたのこと。
上田の市街地に建てられていることもあり建物の横幅が広くないため、外側から建物を見ても建物自体が大きく見えない。だが、奥行きのある建物となっているため、シアターに入ってみるとシアター内の広さに驚かされる。
シアター内は一階と二階の二つに分かれているが、現在は安全上の問題で一階のみ利用可</a></td><td class="date">2022-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8237">92</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/428/008237.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田映劇の歴史　昭和まで」1917年に末広座跡に上田劇場が開館した。
　当時は芝居、落語、講談、浪曲、歌謡などが催された。
　上田劇場の前身となるのは末広座だが、末広座の開館日は不明である。
　しかし、1912年の上田町地図に末広座、中村座が載っているとのことから
1912年以前に開館されていたと思われる。

1922年に発行された「上田市街明細図」に上田劇場、上田電機館、中村座が載っている。
　1919年に「上田演芸館」というのも開館されたとされているが
　詳しい場所の情報が無いため、上田市街明細図から探し出すことが困難だった。
昭和初期（1926～1932？）頃に上映するものを映画中心とし、
上田映画劇場と名称を変更。
1960年代後半　映画の人気がピークに至る。
1964年　桟敷（さじき）席から現在の椅子席（270席）に改築された。
映画館の話題から少"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/428/thumbnails/008237.jpg" alt="上田映劇の歴史　昭和まで" title="上田映劇の歴史　昭和まで" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8237">上田映劇の歴史　昭和まで</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8237">1917年に末広座跡に上田劇場が開館した。
　当時は芝居、落語、講談、浪曲、歌謡などが催された。
　上田劇場の前身となるのは末広座だが、末広座の開館日は不明である。
　しかし、1912年の上田町地図に末広座、中村座が載っているとのことから
1912年以前に開館されていたと思われる。

1922年に発行された「上田市街明細図」に上田劇場、上田電機館、中村座が載っている。
　1919年に「上田演芸館」というのも開館されたとされているが
　詳しい場所の情報が無いため、上田市街明細図から探し出すことが困難だった。
昭和初期（1926～1932？）頃に上映するものを映画中心とし、
上田映画劇場と名称を変更。
1960年代後半　映画の人気がピークに至る。
1964年　桟敷（さじき）席から現在の椅子席（270席）に改築された。
映画館の話題から少</a></td><td class="date">2022-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8236">93</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/008236.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）」当時の上田は、高品質な蚕種・生糸の生産と、三吉米熊らによる人材育成により、近代日本の主要産業であった蚕糸業の発展に大きく貢献し、「蚕都上田」と称された。
この講堂ほとんど改変を受けることなく建築当初の姿を残しており、現存する近代の中・高等教育施設の建造物としては屈指のものだ。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/008236.jpg" alt="信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）" title="信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8236">信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8236">当時の上田は、高品質な蚕種・生糸の生産と、三吉米熊らによる人材育成により、近代日本の主要産業であった蚕糸業の発展に大きく貢献し、「蚕都上田」と称された。
この講堂ほとんど改変を受けることなく建築当初の姿を残しており、現存する近代の中・高等教育施設の建造物としては屈指のものだ。</a></td><td class="date">2023-05-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8217">94</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/384/008217.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「丸、環、〇、円形、輪、和が魅力」サントミューゼは上から見た時に丸みを強く感じるなぁと、施設案内板や広場のベンチを見て考えた。端にいても、その逆端にいる人が見えるデザインだと思った。ベンチに複数人で座って話していても、全員お互いの顔が見える。交流にもってこいの形状だ。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/384/thumbnails/008217.jpg" alt="丸、環、〇、円形、輪、和が魅力" title="丸、環、〇、円形、輪、和が魅力" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8217">丸、環、〇、円形、輪、和が魅力</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8217">サントミューゼは上から見た時に丸みを強く感じるなぁと、施設案内板や広場のベンチを見て考えた。端にいても、その逆端にいる人が見えるデザインだと思った。ベンチに複数人で座って話していても、全員お互いの顔が見える。交流にもってこいの形状だ。</a></td><td class="date">2022-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8215">95</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/384/008215.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「「木」が印象的な建物」　少し離れてサントミューゼを見た時に、木がたくさん使われていると感じた。サントミューゼ自体もそうなのだが、外にあるトイレや倉庫も木材が使われていた。前回、館内を見て回った時も同じようなことを感じたのを思い出した。
　近くで見ると白い木材はコンクリートだった。木材の板とコンクリートの板が混合していたのだ。コンクリートについている細かい筋が木目調に感じさせるのか、不思議と木材と調和している。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/384/thumbnails/008215.jpg" alt="「木」が印象的な建物" title="「木」が印象的な建物" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8215">「木」が印象的な建物</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8215">　少し離れてサントミューゼを見た時に、木がたくさん使われていると感じた。サントミューゼ自体もそうなのだが、外にあるトイレや倉庫も木材が使われていた。前回、館内を見て回った時も同じようなことを感じたのを思い出した。
　近くで見ると白い木材はコンクリートだった。木材の板とコンクリートの板が混合していたのだ。コンクリートについている細かい筋が木目調に感じさせるのか、不思議と木材と調和している。</a></td><td class="date">2022-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=7228">96</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/442/007228.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州上田学・地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクト活動記録2」信州上田学〜地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクトでは、長野大学地域づくり総合センターと(一社)信州上田里山文化推進協会が連携して、古くから自然と調和していきてきた先人の知恵を伝承し、次世代の若者が地域資源を活用して自らの力で未来を開いていくための人づくり、地域づくりを行っています。
　塩田平・別所温泉地区を中心に、上田市は、「レイラインがつなぐ太陽と大地の聖地〜龍と生きるまち」として、日本遺産になっています。学生たちも龗や九頭竜大権現を祀る男神岳、女神岳に抱かれた民話や雨乞い祭り、文化財について学びました。
　　今年の8月、10月には、ボランティアガイドの会など他の地域団体とも共同して、日本遺産に認定された塩田・別所地区の文化財についてレイラインの観点から方位や日"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/442/thumbnails/007228.jpg" alt="信州上田学・地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクト活動記録2" title="信州上田学・地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクト活動記録2" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=7228">信州上田学・地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクト活動記録2</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=7228">信州上田学〜地域連携パートナー事業アグロフォレストリープロジェクトでは、長野大学地域づくり総合センターと(一社)信州上田里山文化推進協会が連携して、古くから自然と調和していきてきた先人の知恵を伝承し、次世代の若者が地域資源を活用して自らの力で未来を開いていくための人づくり、地域づくりを行っています。
　塩田平・別所温泉地区を中心に、上田市は、「レイラインがつなぐ太陽と大地の聖地〜龍と生きるまち」として、日本遺産になっています。学生たちも龗や九頭竜大権現を祀る男神岳、女神岳に抱かれた民話や雨乞い祭り、文化財について学びました。
　　今年の8月、10月には、ボランティアガイドの会など他の地域団体とも共同して、日本遺産に認定された塩田・別所地区の文化財についてレイラインの観点から方位や日</a></td><td class="date">2022-01-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=7061">97</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/389/007061.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「三楽時(安楽寺・常楽寺・長楽寺)」安楽寺の創設ははっきりしていないが、729～749年の間に高層として知られる行基(ぎょうぎ)によって、また、824～834年の間に慈覚大師円仁によって開かれたという説がある。国宝にも指定された八角三重塔があり、こちらに使われている木材を調査したところ、正応2年(1289年)に伐採した木材が内部に使用されていたことがわかり、13世紀末に建築された塔であると考えられている。

常楽寺は北向観音堂と同じく天長2年に建てられた。境内には樹齢350年とも言われる宝船ののような御船の松があり、この宝船で阿弥陀様が極楽浄土に導いてくれるという。また、本堂の裏には北向観音の霊像が出現したとされた場所に700年もの歴史がある石造多宝塔が保存されており、鎌倉時代に天台宗の拠点として栄えていたことが伺える。

長楽寺は焼失して現在は存在"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/389/thumbnails/007061.jpg" alt="三楽時(安楽寺・常楽寺・長楽寺)" title="三楽時(安楽寺・常楽寺・長楽寺)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=7061">三楽時(安楽寺・常楽寺・長楽寺)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=7061">安楽寺の創設ははっきりしていないが、729～749年の間に高層として知られる行基(ぎょうぎ)によって、また、824～834年の間に慈覚大師円仁によって開かれたという説がある。国宝にも指定された八角三重塔があり、こちらに使われている木材を調査したところ、正応2年(1289年)に伐採した木材が内部に使用されていたことがわかり、13世紀末に建築された塔であると考えられている。

常楽寺は北向観音堂と同じく天長2年に建てられた。境内には樹齢350年とも言われる宝船ののような御船の松があり、この宝船で阿弥陀様が極楽浄土に導いてくれるという。また、本堂の裏には北向観音の霊像が出現したとされた場所に700年もの歴史がある石造多宝塔が保存されており、鎌倉時代に天台宗の拠点として栄えていたことが伺える。

長楽寺は焼失して現在は存在</a></td><td class="date">2021-12-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5292">98</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/403/005292.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「あいそめの湯②」信州最古の温泉といわれている別所温泉であるが、あいそめの湯に飾られていた別所温泉の歴史が書かれたものがあったので、自分でも深く調べてみた。

別所温泉は景行天皇の時代、日本武尊の東征の折りに発見されたといわれている。または平安時代（794年-1185年）中期の女流作家、清少納言によって書かれた「枕草子」にある「湯は七久里の湯、有馬の湯、玉造の湯」という一節の中の「七久里の湯」が起源ではないかという説もある。
12世紀に入ると別所は木曽義仲（源 義仲）信州を平定するために派遣した軍勢によって火を放たれ、多くの寺院建築が灰になってしまったが、大悲殿ならびに安楽寺の八角三重の塔だけは焼失をまぬがれた。その後、焼失した別所の寺院は源頼朝、次いでに塩田北条氏によって再建されることとなった。そして、こ"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/403/thumbnails/005292.jpg" alt="あいそめの湯②" title="あいそめの湯②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5292">あいそめの湯②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5292">信州最古の温泉といわれている別所温泉であるが、あいそめの湯に飾られていた別所温泉の歴史が書かれたものがあったので、自分でも深く調べてみた。

別所温泉は景行天皇の時代、日本武尊の東征の折りに発見されたといわれている。または平安時代（794年-1185年）中期の女流作家、清少納言によって書かれた「枕草子」にある「湯は七久里の湯、有馬の湯、玉造の湯」という一節の中の「七久里の湯」が起源ではないかという説もある。
12世紀に入ると別所は木曽義仲（源 義仲）信州を平定するために派遣した軍勢によって火を放たれ、多くの寺院建築が灰になってしまったが、大悲殿ならびに安楽寺の八角三重の塔だけは焼失をまぬがれた。その後、焼失した別所の寺院は源頼朝、次いでに塩田北条氏によって再建されることとなった。そして、こ</a></td><td class="date">2021-11-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5250">99</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/385/005250.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中善寺」中善寺の参拝料は200円です。
中善寺に入ると、紅葉ときれいに手入れされた木々が見えます。とてもコントラストがきれいでした。

進んで右手に中善寺薬師堂があり、茅葺がきれいなお堂が見えます。長野県最古の木造建築であり、このように綺麗に残っていることに驚きです。

進んで左手には、枯山水のようなものがあります。整備されており、とてもきれいでした。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/385/thumbnails/005250.jpg" alt="中善寺" title="中善寺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5250">中善寺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5250">中善寺の参拝料は200円です。
中善寺に入ると、紅葉ときれいに手入れされた木々が見えます。とてもコントラストがきれいでした。

進んで右手に中善寺薬師堂があり、茅葺がきれいなお堂が見えます。長野県最古の木造建築であり、このように綺麗に残っていることに驚きです。

進んで左手には、枯山水のようなものがあります。整備されており、とてもきれいでした。</a></td><td class="date">2021-11-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5247">100</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/385/005247.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「別所温泉駅」電車を降りると、歴史を感じる趣深い駅構内が見えます。また、外観は和洋折衷の建築になっています。

現在はコロナウイルスの感染防止対策のため、利用できませんが、レンタサイクルもありました。温泉街まで少し歩かなくならないため、よい試みだなと感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/385/thumbnails/005247.jpg" alt="別所温泉駅" title="別所温泉駅" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5247">別所温泉駅</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5247">電車を降りると、歴史を感じる趣深い駅構内が見えます。また、外観は和洋折衷の建築になっています。

現在はコロナウイルスの感染防止対策のため、利用できませんが、レンタサイクルもありました。温泉街まで少し歩かなくならないため、よい試みだなと感じました。</a></td><td class="date">2021-11-15</td></tr></table><div class="pagenavi">  <a class="arrow" title="Page 1" href="?c=&t=&s=建築&all=&n=&r=&v=1">≪</a>  <span class="current">1</span>  <a class="page" title="Page 2" href="?c=&t=&s=建築&all=&n=&r=&v=2">2</a>  <a class="arrow" title="Page 2" href="?c=&t=&s=建築&all=&n=&r=&v=2">≫</a></div></div>
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					<ul><li><a href="?c=&s=歴史">歴史(25)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市">上田市(15)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸業">蚕糸業(13)</a></li><li><a href="?c=&s=上田">上田(11)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造">蚕種製造(10)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕都上田">蚕都上田(10)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻">上塩尻(9)</a></li><li><a href="?c=&s=別所温泉">別所温泉(9)</a></li><li><a href="?c=&s=古建築">古建築(8)</a></li><li><a href="?c=&s=安楽寺">安楽寺(8)</a></li><li><a href="?c=&s=寺">寺(8)</a></li><li><a href="?c=&s=建築">建築(7)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史的建造物">歴史的建造物(7)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻地区">塩尻地区(6)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造民家">蚕種製造民家(6)</a></li><li><a href="?c=&s=まちあるき">まちあるき(5)</a></li><li><a href="?c=&s=神社">神社(5)</a></li><li><a href="?c=&s=日本遺産">日本遺産(5)</a></li><li><a href="?c=&s=重要文化財">重要文化財(4)</a></li><li><a href="?c=&s=八角三重塔">八角三重塔(4)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃国分寺">信濃国分寺(4)</a></li><li><a href="?c=&s=景観">景観(4)</a></li><li><a href="?c=&s=上田蚕種">上田蚕種(4)</a></li><li><a href="?c=&s=建築物">建築物(4)</a></li><li><a href="?c=&s=サントミューゼ">サントミューゼ(4)</a></li><li><a href="?c=&s=信州上田学">信州上田学(4)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕都">蚕都(4)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田平">塩田平(4)</a></li><li><a href="?c=&s=三重塔">三重塔(4)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造民家群">蚕種製造民家群(3)</a></li><li><a href="?c=&s=学校">学校(3)</a></li><li><a href="?c=&s=佐久市">佐久市(3)</a></li><li><a href="?c=&s=国宝">国宝(3)</a></li><li><a href="?c=&s=自然">自然(3)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕室民家">蚕室民家(3)</a></li><li><a href="?c=&s=柳町">柳町(3)</a></li><li><a href="?c=&s=静岡県">静岡県(3)</a></li><li><a href="?c=&s=文化財">文化財(3)</a></li><li><a href="?c=&s=地域">地域(3)</a></li><li><a href="?c=&s=長野大学">長野大学(3)</a></li><li><a href="?c=&s=温泉">温泉(3)</a></li><li><a href="?c=&s=美術館">美術館(3)</a></li><li><a href="?c=&s=上田映劇">上田映劇(3)</a></li><li><a href="?c=&s=佐藤家住宅">佐藤家住宅(3)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種の里">蚕種の里(3)</a></li><li><a href="?c=&s=前山寺">前山寺(3)</a></li><li><a href="?c=&s=近代化産業遺産">近代化産業遺産(2)</a></li><li><a href="?c=&s=洋風建築">洋風建築(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=木造建築">木造建築(2)</a></li><li><a href="?c=&s=資料館">資料館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=古民家">古民家(2)</a></li><li><a href="?c=&s=北国街道">北国街道(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田紬">上田紬(2)</a></li><li><a href="?c=&s=みすゞ飴本舗">みすゞ飴本舗(2)</a></li><li><a href="?c=&s=安楽寺八角三重塔">安楽寺八角三重塔(2)</a></li><li><a href="?c=&s=デートスポット">デートスポット(2)</a></li><li><a href="?c=&s=観光地">観光地(2)</a></li><li><a href="?c=&s=趣">趣(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=長野県">長野県(2)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市">長野市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=菊川">菊川(2)</a></li><li><a href="?c=&s=長野">長野(2)</a></li><li><a href="?c=&s=鳥居">鳥居(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕">蚕(2)</a></li><li><a href="?c=&s=産業">産業(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種業">蚕種業(2)</a></li><li><a href="?c=&s=常田">常田(2)</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(2)</a></li><li><a href="?c=&s=城下町">城下町(2)</a></li><li><a href="?c=&s=図書館">図書館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=近代">近代(2)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕">養蚕(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田城">上田城(2)</a></li><li><a href="?c=&s=武家屋敷">武家屋敷(2)</a></li><li><a href="?c=&s=家臣">家臣(2)</a></li><li><a href="?c=&s=常楽寺">常楽寺(2)</a></li><li><a href="?c=&s=文化">文化(2)</a></li><li><a href="?c=&s=交流">交流(2)</a></li><li><a href="?c=&s=公共施設">公共施設(2)</a></li><li><a href="?c=&s=デザイン">デザイン(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市映画館">上田市映画館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=見学会">見学会(2)</a></li><li><a href="?c=&s=中禅寺">中禅寺(2)</a></li><li><a href="?c=&s=銭湯">銭湯(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=観光">観光(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市歴史スポット">上田市歴史スポット(2)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田">塩田(2)</a></li><li><a href="?c=&s=長福寺">長福寺(2)</a></li><li><a href="?c=&s=琵琶湖疎水">琵琶湖疎水(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大津市">大津市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=用水">用水(1)</a></li><li><a href="?c=&s=土木建築">土木建築(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=土浦">土浦(1)</a></li><li><a href="?c=&s=茨城県">茨城県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近代建築">近代建築(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧制中学">旧制中学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近現代">近現代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史文化スポット">歴史文化スポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=三楽寺">三楽寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野最古">長野最古(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石段">石段(1)</a></li><li><a href="?c=&s=曹洞宗">曹洞宗(1)</a></li><li><a href="?c=&s=明治">明治(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国重要文化財">国重要文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県宝">長野県宝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=教育">教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=藤の花">藤の花(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国史跡">国史跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=水源">水源(1)</a></li><li><a href="?c=&s=みず">みず(1)</a></li><li><a href="?c=&s=恵">恵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃国分寺三重塔">信濃国分寺三重塔(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕室">蚕室(1)</a></li><li><a href="?c=&s=埋薪">埋薪(1)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本の蚕室">藤本の蚕室(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種">蚕種(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕の卵">蚕の卵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=秋和">秋和(1)</a></li><li><a href="?c=&s=モリス先生">モリス先生(1)</a></li><li><a href="?c=&s=下塩尻">下塩尻(1)</a></li><li><a href="?c=&s=沓掛酒造">沓掛酒造(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕の里サロン">蚕の里サロン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=和遊学舎">和遊学舎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=シルク">シルク(1)</a></li><li><a href="?c=&s=セミナー">セミナー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=絹の里づくり">絹の里づくり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕の里">蚕の里(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山田順子">山田順子(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大谷宗之">大谷宗之(1)</a></li><li><a href="?c=&s=四季のジャム">四季のジャム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=みすゞ飴">みすゞ飴(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大正時代">大正時代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=市役所">市役所(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生まれ変わります">生まれ変わります(1)</a></li><li><a href="?c=&s=海外旅行">海外旅行(1)</a></li><li><a href="?c=&s=イタリア">イタリア(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ミラノ">ミラノ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鉄道">鉄道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旅れぽ">旅れぽ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塔">塔(1)</a></li><li><a href="?c=&s=前山塩野神社礼拝殿及び本殿">前山塩野神社礼拝殿及び本殿(1)</a></li><li><a href="?c=&s=前山塩野神社">前山塩野神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=礼拝殿">礼拝殿(1)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕、蚕種、民家、歴史、産業遺産、まちあるき">養蚕、蚕種、民家、歴史、産業遺産、まちあるき(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ローカル">ローカル(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=五階繭倉庫">五階繭倉庫(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野観光">長野観光(1)</a></li><li><a href="?c=&s=観光スポット">観光スポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お寺">お寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=善光寺">善光寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=食べ歩き">食べ歩き(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州">信州(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市散歩">長野市散歩(1)</a></li><li><a href="?c=&s=パワースポット">パワースポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=休日の過ごし方">休日の過ごし方(1)</a></li><li><a href="?c=&s=初投稿">初投稿(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地元">地元(1)</a></li><li><a href="?c=&s=赤レンガ">赤レンガ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お茶">お茶(1)</a></li><li><a href="?c=&s=赤">赤(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駅前">駅前(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ベンチ">ベンチ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=家">家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=池">池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=屋敷">屋敷(1)</a></li><li><a href="?c=&s=代官">代官(1)</a></li><li><a href="?c=&s=米屋敷">米屋敷(1)</a></li><li><a href="?c=&s=田舎">田舎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木">木(1)</a></li><li><a href="?c=&s=浅間">浅間(1)</a></li><li><a href="?c=&s=神社巡り">神社巡り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=祭り">祭り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=神輿">神輿(1)</a></li><li><a href="?c=&s=屋台">屋台(1)</a></li><li><a href="?c=&s=富士山">富士山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=宗教">宗教(1)</a></li><li><a href="?c=&s=薬師堂">薬師堂(1)</a></li><li><a href="?c=&s=仏教">仏教(1)</a></li><li><a href="?c=&s=平成25年">平成25年(1)</a></li><li><a href="?c=&s=2013年">2013年(1)</a></li><li><a href="?c=&s=如来">如来(1)</a></li><li><a href="?c=&s=薬師如来">薬師如来(1)</a></li><li><a href="?c=&s=江戸">江戸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=八幡大神縣社">八幡大神縣社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=源義仲">源義仲(1)</a></li><li><a href="?c=&s=散歩">散歩(1)</a></li><li><a href="?c=&s=落ち着いた雰囲気">落ち着いた雰囲気(1)</a></li><li><a href="?c=&s=池生神社">池生神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小島大池">小島大池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=こんなところに">こんなところに(1)</a></li><li><a href="?c=&s=仙石秀久">仙石秀久(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸">小諸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸城">小諸城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大手門">大手門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=穴城">穴城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=入口">入口(1)</a></li><li><a href="?c=&s=校舎">校舎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野大学附属図書館">長野大学附属図書館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=建築デザイン">建築デザイン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尖り">尖り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=リブロホール">リブロホール(1)</a></li><li><a href="?c=&s=北野建設">北野建設(1)</a></li><li><a href="?c=&s=デザイナー">デザイナー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=海野町">海野町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=海野町商店街">海野町商店街(1)</a></li><li><a href="?c=&s=醋屋呉服店">醋屋呉服店(1)</a></li><li><a href="?c=&s=醋屋藤金物店">醋屋藤金物店(1)</a></li><li><a href="?c=&s=瓦屋根">瓦屋根(1)</a></li><li><a href="?c=&s=製糸">製糸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸王国信州">蚕糸王国信州(1)</a></li><li><a href="?c=&s=前川道博">前川道博(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ポスト蚕糸業">ポスト蚕糸業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸王国信州ものがたり">蚕糸王国信州ものがたり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧常田館製糸場">旧常田館製糸場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻蚕種製造民家群">上塩尻蚕種製造民家群(1)</a></li><li><a href="?c=&s=セイコーエプソン">セイコーエプソン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=片倉工業">片倉工業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近代産業">近代産業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=産業史">産業史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=シナノケンシ">シナノケンシ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岡谷蚕糸博物館">岡谷蚕糸博物館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駒ケ根シルクミュージアム">駒ケ根シルクミュージアム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧林家住宅">旧林家住宅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=疎開企業">疎開企業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州紬">信州紬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伝統的工芸品">伝統的工芸品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田蚕糸専門学校">上田蚕糸専門学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小県蚕業学校">小県蚕業学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=繊維工学">繊維工学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=素材開発">素材開発(1)</a></li><li><a href="?c=&s=シルクソープ">シルクソープ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=新しい蚕業">新しい蚕業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=世界遺産">世界遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=富岡製糸場">富岡製糸場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学">地域学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=キュレーション学習">キュレーション学習(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域課題発見">地域課題発見(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域活性化">地域活性化(1)</a></li><li><a href="?c=&s=仙石氏">仙石氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松平氏">松平氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=町">町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=明治維新">明治維新(1)</a></li><li><a href="?c=&s=あいそめの湯">あいそめの湯(1)</a></li><li><a href="?c=&s=三楽時">三楽時(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長楽寺">長楽寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=レイライン">レイライン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=里山">里山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=芸術">芸術(1)</a></li><li><a href="?c=&s=おすすめスポット">おすすめスポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生糸">生糸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧中込学校">旧中込学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=開智学校">開智学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松本市">松本市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史・文化">歴史・文化(1)</a></li><li><a href="?c=&s=観光名所">観光名所(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ミュージアム">ミュージアム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=博物館">博物館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文書館">文書館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=角川武蔵野ミュージアム">角川武蔵野ミュージアム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松岡正剛">松岡正剛(1)</a></li><li><a href="?c=&s=隈研吾">隈研吾(1)</a></li><li><a href="?c=&s=知識循環">知識循環(1)</a></li><li><a href="?c=&s=#安楽寺">#安楽寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国登録有形文化財">国登録有形文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=いろは堂">いろは堂(1)</a></li><li><a href="?c=&s=おやき">おやき(1)</a></li><li><a href="?c=&s=グルメ">グルメ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=食文化">食文化(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鬼無里">鬼無里(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ファストフード">ファストフード(1)</a></li><li><a href="?c=&s=登録有形文化財">登録有形文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=建築史">建築史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=街並み景観">街並み景観(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻まちあるき2022">上塩尻まちあるき2022(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史的景観">歴史的景観(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文化財保全">文化財保全(1)</a></li><li><a href="?c=&s=街歩き">街歩き(1)</a></li><li><a href="?c=&s=アリオ神社">アリオ神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山家神社">山家神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=パン屋">パン屋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松平忠厚">松平忠厚(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山口慎">山口慎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=講演">講演(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域づくり">地域づくり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域探検">地域探検(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学習">地域学習(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域史">地域史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術">農民美術(1)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルコモンズ">デジタルコモンズ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田小県">上田小県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=東京駅">東京駅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=東京ステーションギャラリー">東京ステーションギャラリー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国立劇場">国立劇場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文楽">文楽(1)</a></li><li><a href="?c=&s=古典芸能">古典芸能(1)</a></li><li><a href="?c=&s=軽井沢">軽井沢(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧軽井沢">旧軽井沢(1)</a></li><li><a href="?c=&s=キリスト教">キリスト教(1)</a></li><li><a href="?c=&s=街ぶら">街ぶら(1)</a></li><li><a href="?c=&s=別荘地">別荘地(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木造教会">木造教会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=観光、寺、日本遺産">観光、寺、日本遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=柳の湯">柳の湯(1)</a></li><li><a href="?c=&s=柳乃湯">柳乃湯(1)</a></li><li><a href="?c=&s=前山寺三重塔">前山寺三重塔(1)</a></li><li><a href="?c=&s=室町時代">室町時代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=京都国立博物館">京都国立博物館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=京都">京都(1)</a></li><li><a href="?c=&s=瓦">瓦(1)</a></li><li><a href="?c=&s=神">神(1)</a></li><li><a href="?c=&s=妖怪">妖怪(1)</a></li><li><a href="?c=&s=中央北">中央北(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田大神宮">上田大神宮(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生島足島神社">生島足島神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=飛鳥時代">飛鳥時代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菩薩">菩薩(1)</a></li><li><a href="?c=&s=別所神社">別所神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=神楽殿">神楽殿(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃">信濃(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史　文化　日本遺産">歴史　文化　日本遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=安曽神社">安曽神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃上田市">＃上田市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃町歩き">＃町歩き(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃長福寺">＃長福寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=製糸業">製糸業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=常田館製糸所">常田館製糸所(1)</a></li><li><a href="?c=&s=笠原工業">笠原工業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菩薩像">菩薩像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=梅花幼稚園">梅花幼稚園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=幼稚園">幼稚園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=建造物">建造物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=三吉米熊">三吉米熊(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ルートイン">ルートイン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ルートイン長野本部">ルートイン長野本部(1)</a></li><li><a href="?c=&s=原町">原町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃天神商店街">＃天神商店街(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃食">＃食(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地図">地図(1)</a></li><li><a href="?c=&s=史的ニ上田">史的ニ上田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=飛古路の会">飛古路の会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃上田氏＃町歩き＃中禅寺">＃上田氏＃町歩き＃中禅寺(1)</a></li></ul>
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  <script type="text/javascript">
	var map;
	var marker = [];
	var geocoder;

	var infoWindow = [];
	var markerData = [ // マーカーを立てる場所名・緯度・経度

					  {
					id: '127159',
					name: '安楽寺八角三重塔',
					lat: 36.36938157697832,
					lng: 138.2236108244976,
					contents: '<a href="?c=&p=127159">安楽寺八角三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127158',
					name: '安楽寺八角三重塔',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.15314054489136,
					contents: '<a href="?c=&p=127158">安楽寺八角三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127137',
					name: '安楽寺八角三重塔',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.15311908721924,
					contents: '<a href="?c=&p=127137">安楽寺八角三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127126',
					name: '中禅寺',
					lat: 36.33670006939315,
					lng: 138.1856918334961,
					contents: '<a href="?c=&p=127126">中禅寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127118',
					name: '安楽寺の三重塔',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.153076171875,
					contents: '<a href="?c=&p=127118">安楽寺の三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127100',
					name: '【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～',
					lat: 36.4018790433459,
					lng: 138.25197994709015,
					contents: '<a href="?c=&p=127100">【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127072',
					name: '甘味処　雪屋　Conco',
					lat: 36.39805995942522,
					lng: 138.24846357107162,
					contents: '<a href="?c=&p=127072">甘味処　雪屋　Conco</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127052',
					name: '【第7回】ルートイングループ本部建設予定地',
					lat: 36.40239026584171,
					lng: 138.25327901265763,
					contents: '<a href="?c=&p=127052">【第7回】ルートイングループ本部建設予定地</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127041',
					name: '梅花幼稚園2008/06/22',
					lat: 36.40271882803432,
					lng: 138.25106799602509,
					contents: '<a href="?c=&p=127041">梅花幼稚園2008/06/22</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127029',
					name: '前山寺三重塔',
					lat: 36.341194092888195,
					lng: 138.19762229919434,
					contents: '<a href="?c=&p=127029">前山寺三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126907',
					name: '蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所',
					lat: 36.39378944436183,
					lng: 138.25502157211304,
					contents: '<a href="?c=&p=126907">蚕都上田　常田館製糸所　蚕保管場所</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126861',
					name: '長福寺',
					lat: 36.36186326091064,
					lng: 138.21759939193726,
					contents: '<a href="?c=&p=126861">長福寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126847',
					name: '安楽寺',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.15314054489136,
					contents: '<a href="?c=&p=126847">安楽寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126828',
					name: '安曽神社',
					lat: 36.34673348424613,
					lng: 138.21332395076752,
					contents: '<a href="?c=&p=126828">安曽神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126825',
					name: '安楽寺八角三重塔',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.15314054489136,
					contents: '<a href="?c=&p=126825">安楽寺八角三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126803',
					name: '信濃国分寺三重塔',
					lat: 36.3826737784023,
					lng: 138.27131867408752,
					contents: '<a href="?c=&p=126803">信濃国分寺三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126775',
					name: '安楽寺八角三重塔',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.15311908721924,
					contents: '<a href="?c=&p=126775">安楽寺八角三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126748',
					name: '信濃国分寺・三重塔',
					lat: 36.383010640113696,
					lng: 138.2710075378418,
					contents: '<a href="?c=&p=126748">信濃国分寺・三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126739',
					name: '信濃国分寺三重塔',
					lat: 36.3826737784023,
					lng: 138.27131867408752,
					contents: '<a href="?c=&p=126739">信濃国分寺三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126715',
					name: '別所神社',
					lat: 36.353222971902596,
					lng: 138.15547943115234,
					contents: '<a href="?c=&p=126715">別所神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126701',
					name: '生島足島神社',
					lat: 36.36017204267678,
					lng: 138.21819323301264,
					contents: '<a href="?c=&p=126701">生島足島神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126460',
					name: '上田大神宮',
					lat: 36.40804703120818,
					lng: 138.25360934039958,
					contents: '<a href="?c=&p=126460">上田大神宮</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126428',
					name: '信濃国分寺の瓦',
					lat: 36.383010640113696,
					lng: 138.2710075378418,
					contents: '<a href="?c=&p=126428">信濃国分寺の瓦</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126223',
					name: '信濃国分寺',
					lat: 36.38264022981984,
					lng: 138.27059049989978,
					contents: '<a href="?c=&p=126223">信濃国分寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126214',
					name: '安楽寺・八角三重塔',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.153076171875,
					contents: '<a href="?c=&p=126214">安楽寺・八角三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126213',
					name: '信州夢殿　長福寺',
					lat: 36.36186326091064,
					lng: 138.21759939193726,
					contents: '<a href="?c=&p=126213">信州夢殿　長福寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126026',
					name: '京都国立博物館、文化的景観の借景',
					lat: 34.989995787910864,
					lng: 135.77310919761658,
					contents: '<a href="?c=&p=126026">京都国立博物館、文化的景観の借景</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126018',
					name: '前山寺三重塔',
					lat: 36.34115952446635,
					lng: 138.19762229919434,
					contents: '<a href="?c=&p=126018">前山寺三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126017',
					name: '中禅寺薬師堂',
					lat: 36.336630928544885,
					lng: 138.18577766418457,
					contents: '<a href="?c=&p=126017">中禅寺薬師堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '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: '125521',
					name: '【上田市の銭湯】①柳の湯',
					lat: 36.40687228260236,
					lng: 138.25408279895782,
					contents: '<a href="?c=&p=125521">【上田市の銭湯】①柳の湯</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125464',
					name: '上田市の日本遺産安楽寺八角三重塔',
					lat: 36.3523869730545,
					lng: 138.1522822380066,
					contents: '<a href="?c=&p=125464">上田市の日本遺産安楽寺八角三重塔</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55510',
					name: '４中禅寺（重要文化財）',
					lat: 36.33670006939315,
					lng: 138.1856918334961,
					contents: '<a href="?c=&p=55510">４中禅寺（重要文化財）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55254',
					name: '聖・パウロカトリック教会',
					lat: 36.359720558675384,
					lng: 138.63415718078613,
					contents: '<a href="?c=&p=55254">聖・パウロカトリック教会</a>'
			 }, 
					  {
					id: '54591',
					name: '初代国立劇場さよなら公演',
					lat: 35.68159659061509,
					lng: 139.7433042526245,
					contents: '<a href="?c=&p=54591">初代国立劇場さよなら公演</a>'
			 }, 
					  {
					id: '54590',
					name: '東京ステーションギャラリーの魅力',
					lat: 35.68253000455321,
					lng: 139.76637495630172,
					contents: '<a href="?c=&p=54590">東京ステーションギャラリーの魅力</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11569',
					name: 'アリオ神社',
					lat: 36.39928191398631,
					lng: 138.24457168579102,
					contents: '<a href="?c=&p=11569">アリオ神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11559',
					name: '前山寺',
					lat: 36.34115952446635,
					lng: 138.19762229919434,
					contents: '<a href="?c=&p=11559">前山寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11546',
					name: '安楽寺',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.15311908721924,
					contents: '<a href="?c=&p=11546">安楽寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11545',
					name: '安楽寺',
					lat: 36.35218607276857,
					lng: 138.15311908721924,
					contents: '<a href="?c=&p=11545">安楽寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11509',
					name: '上塩尻まちあるき：モリス先生と一緒に',
					lat: 36.417755121146286,
					lng: 138.2152279751718,
					contents: '<a href="?c=&p=11509">上塩尻まちあるき：モリス先生と一緒に</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: '11482',
					name: '旧宣教師館',
					lat: 36.363524246547584,
					lng: 138.2354924082756,
					contents: '<a href="?c=&p=11482">旧宣教師館</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11251',
					name: '蚕種の里「上塩尻」まちあるきで再発見2022/11/26(藤本蚕業プロジェクト主催)＝終了',
					lat: 36.41744488783072,
					lng: 138.21647822856903,
					contents: '<a href="?c=&p=11251">蚕種の里「上塩尻」まちあるきで再発見2022/11/26(藤本蚕業プロジェクト主催)＝終了</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11249',
					name: '佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)[終了]',
					lat: 36.41744488783072,
					lng: 138.21647822856903,
					contents: '<a href="?c=&p=11249">佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)[終了]</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11216',
					name: '長野市のOYAKI FARM',
					lat: 36.58447669705655,
					lng: 138.19059491157532,
					contents: '<a href="?c=&p=11216">長野市のOYAKI FARM</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10438',
					name: '佐藤家住宅等見学会2022/10/29実施',
					lat: 36.418095510656855,
					lng: 138.21587940754745,
					contents: '<a href="?c=&p=10438">佐藤家住宅等見学会2022/10/29実施</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10345',
					name: '佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)',
					lat: 36.41744488783072,
					lng: 138.21647822856903,
					contents: '<a href="?c=&p=10345">佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9070',
					name: 'さながらワルハラ城、角川武蔵野ミュージアム',
					lat: 35.79773143710172,
					lng: 139.50778484344482,
					contents: '<a href="?c=&p=9070">さながらワルハラ城、角川武蔵野ミュージアム</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8411',
					name: '旧中込学校へ',
					lat: 36.23745444487461,
					lng: 138.47210884094238,
					contents: '<a href="?c=&p=8411">旧中込学校へ</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8237',
					name: '上田映劇の歴史　昭和まで',
					lat: 36.39950644065011,
					lng: 138.25369119644165,
					contents: '<a href="?c=&p=8237">上田映劇の歴史　昭和まで</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8236',
					name: '信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）',
					lat: 36.391993080763974,
					lng: 138.26242446899414,
					contents: '<a href="?c=&p=8236">信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8217',
					name: '丸、環、〇、円形、輪、和が魅力',
					lat: 36.39867741589804,
					lng: 138.2433271408081,
					contents: '<a href="?c=&p=8217">丸、環、〇、円形、輪、和が魅力</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8215',
					name: '「木」が印象的な建物',
					lat: 36.39867741589804,
					lng: 138.2433271408081,
					contents: '<a href="?c=&p=8215">「木」が印象的な建物</a>'
			 }, 
					  {
					id: '7061',
					name: '三楽時(安楽寺・常楽寺・長楽寺)',
					lat: 36.35346491304663,
					lng: 138.15478205680847,
					contents: '<a href="?c=&p=7061">三楽時(安楽寺・常楽寺・長楽寺)</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5292',
					name: 'あいそめの湯②',
					lat: 36.353257534969224,
					lng: 138.163161277771,
					contents: '<a href="?c=&p=5292">あいそめの湯②</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5250',
					name: '中善寺',
					lat: 36.33662876789239,
					lng: 138.18569988012314,
					contents: '<a href="?c=&p=5250">中善寺</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5247',
					name: '別所温泉駅',
					lat: 36.35296374841387,
					lng: 138.16180408000946,
					contents: '<a href="?c=&p=5247">別所温泉駅</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>


