<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 />
<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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<div id="datelist"><h4>登録リスト（該当：311件）</h4><div class="pagenavi">  <a class="arrow" title="Page 1" href="?c=&t=&s=学校&all=&n=&r=&v=1">≪</a>  <span class="current">1</span>  <a class="page" title="Page 2" href="?c=&t=&s=学校&all=&n=&r=&v=2">2</a>  <a class="page" title="Page 3" href="?c=&t=&s=学校&all=&n=&r=&v=3">3</a>  <a class="page" title="Page 4" href="?c=&t=&s=学校&all=&n=&r=&v=4">4</a>  <a class="arrow" title="Page 4" href="?c=&t=&s=学校&all=&n=&r=&v=4">≫</a></div><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><th class="no"></th><th class="photo">写真</th><th class="title">タイトル</th><th class="text">説明</th><th class="date">登録日</th></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127191">1</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/127191.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「イノベーティブラーニングの提案(2023課題発見ゼミII)」長野大学企業情報学部１年生の課題発見ゼミナールII(前川ゼミ、2023年度後期)では「イノベーティブ・ラーニング(Innovative Learning)の提案」を共通の課題発見テーマに、学生の目線から学校現場が抱える課題を摘出し、その解決策を導出することを目指しました。４班それぞれの学生が個別に課題探究を進め、班ごとにその課題発見成果をとりまとめ発表しました。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127191.jpg" alt="イノベーティブラーニングの提案(2023課題発見ゼミII)" title="イノベーティブラーニングの提案(2023課題発見ゼミII)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127191">イノベーティブラーニングの提案(2023課題発見ゼミII)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127191">長野大学企業情報学部１年生の課題発見ゼミナールII(前川ゼミ、2023年度後期)では「イノベーティブ・ラーニング(Innovative Learning)の提案」を共通の課題発見テーマに、学生の目線から学校現場が抱える課題を摘出し、その解決策を導出することを目指しました。４班それぞれの学生が個別に課題探究を進め、班ごとにその課題発見成果をとりまとめ発表しました。</a></td><td class="date">2024-02-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127186">2</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/127186.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「聖博物館・航空資料館2008/05/06」2008/05/06の記録。
施設内の説明によると聖博物館は1965年に建設され、民俗資料等1300点が展示されています。航空資料館は麻績小学校の旧校舎を1971年に移築復元したものということです。麻績村の小さな博物館に航空機が展示されていることが唐突で面白い。2008年に訪れた時点で既に開館から37年が経過し、展示形態が旧態化した印象は否めませんでした。社会の価値観の変容、デジタル社会への変容などにより、麻績村の地域資料が数多く保存された貴重な施設であると同時に、地域や歴史を学習する博物館施設のあり方も見直されてよい。児童生徒が教室からこれらの展示にアクセスできたら、どれほど地域学習に役立つことかと思います。

Wikipediaによると2012年にリニューアルされたとのこと。現地を訪れ、時の経過の意味を感じてみたいと思います"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127186.jpg" alt="聖博物館・航空資料館2008/05/06" title="聖博物館・航空資料館2008/05/06" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127186">聖博物館・航空資料館2008/05/06</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127186">2008/05/06の記録。
施設内の説明によると聖博物館は1965年に建設され、民俗資料等1300点が展示されています。航空資料館は麻績小学校の旧校舎を1971年に移築復元したものということです。麻績村の小さな博物館に航空機が展示されていることが唐突で面白い。2008年に訪れた時点で既に開館から37年が経過し、展示形態が旧態化した印象は否めませんでした。社会の価値観の変容、デジタル社会への変容などにより、麻績村の地域資料が数多く保存された貴重な施設であると同時に、地域や歴史を学習する博物館施設のあり方も見直されてよい。児童生徒が教室からこれらの展示にアクセスできたら、どれほど地域学習に役立つことかと思います。

Wikipediaによると2012年にリニューアルされたとのこと。現地を訪れ、時の経過の意味を感じてみたいと思います</a></td><td class="date">2024-02-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127078">3</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/127078.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「マンホール：小谷村」2008/03/16の記録。
長野県小谷(おたり)村のマンホールです。この日、小谷小学校を会場に開催された「子ども農山村シンポジウム」に参加するため小谷村を訪れました。

「汚水」や「おすい」でなく「下水道」と表記されている汚水マンホールはめずらしい。村の花おおやまざくらがあしらわれています。小谷村は北アルプスの裾野に広がる自然豊かな地域です。

参考資料：小谷村のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/nagano/otarimura/otarimura.html"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127078.jpg" alt="マンホール：小谷村" title="マンホール：小谷村" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127078">マンホール：小谷村</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127078">2008/03/16の記録。
長野県小谷(おたり)村のマンホールです。この日、小谷小学校を会場に開催された「子ども農山村シンポジウム」に参加するため小谷村を訪れました。

「汚水」や「おすい」でなく「下水道」と表記されている汚水マンホールはめずらしい。村の花おおやまざくらがあしらわれています。小谷村は北アルプスの裾野に広がる自然豊かな地域です。

参考資料：小谷村のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/nagano/otarimura/otarimura.html</a></td><td class="date">2024-02-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127041">4</a></td><td class="photo"><a href="https://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://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=126934">5</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/792/126934.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安楽寺の文化財」安楽寺の文化財について、3つ紹介する。
　一枚目の写真は重要文化財の「安楽寺前開山樵谷惟仙和尚像」。樵谷惟仙（しょうこくいせん）は安楽寺の初代住職。二枚目の写真は重要文化財の「安楽寺前二世幼牛恵仁和尚像」。幼牛恵仁（ようぎゅうえにん）は安楽寺の二代目住職。これらのような禅宗の僧の彫刻像のことを「頂相（ちんそう）」という。
　三枚目の写真は上田市指定文化財の「輪蔵」。このなかには「黄檗版一切経」というお経が納められている。この輪蔵を回転すれば、文字を読めない人もお経を読める人と同じ功徳が与えられるといわれている。

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

参考文献：
上田市塩田地区学校職員会、上田市塩田文化財研究所編，『信州の鎌倉塩田平とその周辺』信毎書籍出版センター発行，昭和六〇年一二月二五日初版発行，p.66-69
曹洞宗安</a></td><td class="date">2024-02-02</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126930">6</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/792/126930.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常楽寺の''石造多宝塔と石造多層塔''」常楽寺の石造多宝塔について。写真の場所は、昔大きな火柱と一緒に観音が現れた場所と言い伝えられている。
　多宝塔というのは一枚目の写真のような塔のこと。多宝塔には木造のものと石造の物がある。常楽寺の物は石造の多宝塔で、重要文化財に指定されている。
　多宝塔のほかにも多層塔もあり、二枚目の写真が多層塔。六〇年前の大正一三年に、別所温泉北向観音堂の近くの裏山の地下で発見された。その後どこかに行ってしまったが、滋賀県で発見。別所に返してもらった。

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

参考文献：上田市塩田地区学校職員会、上田市塩田文化財研究所編，『信州の鎌倉塩田平とその周辺』信毎書籍出版センター発行，昭和六〇年一二月二五日初版発行，p.56-58</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126927">7</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/792/126927.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「北向観音の''絵馬''」北向観音堂に奉納されている絵馬はとても興味深い。馬の絵や、鬼退治の絵、善光寺地震などが描かれた絵馬がある。絵馬の由来は、神は馬に乗った姿で現れるとするため昔は本物の馬を奉納していたそう。しかし次第に木や紙、馬の像で代用するようになっていった。鎌倉時代以後には、絵馬の図柄は馬だけではなく多様なものが描かれるようになっていった。
一枚目の写真は板絵鬼女紅葉退治の絵馬。平安時代、信州戸隠山に住み悪事を働いた鬼を退治したとされる伝説。鬼女征伐の命令を受けた平維茂は、北向観音の加護によって退治することができたといわれている。
二枚目の写真は善光寺大地震の絵馬。一八四七年に御開帳でにぎわう善光寺を突然大地震が襲い、多くの人が亡くなった。絵馬の中央にいる市之助という人は、一五人の一行と旅を"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="北向観音の''絵馬''" title="北向観音の''絵馬''" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126927">北向観音の''絵馬''</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126927">北向観音堂に奉納されている絵馬はとても興味深い。馬の絵や、鬼退治の絵、善光寺地震などが描かれた絵馬がある。絵馬の由来は、神は馬に乗った姿で現れるとするため昔は本物の馬を奉納していたそう。しかし次第に木や紙、馬の像で代用するようになっていった。鎌倉時代以後には、絵馬の図柄は馬だけではなく多様なものが描かれるようになっていった。
一枚目の写真は板絵鬼女紅葉退治の絵馬。平安時代、信州戸隠山に住み悪事を働いた鬼を退治したとされる伝説。鬼女征伐の命令を受けた平維茂は、北向観音の加護によって退治することができたといわれている。
二枚目の写真は善光寺大地震の絵馬。一八四七年に御開帳でにぎわう善光寺を突然大地震が襲い、多くの人が亡くなった。絵馬の中央にいる市之助という人は、一五人の一行と旅を</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126823">8</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/675/126823.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「教育支援・デジタル講習会まとめ」2023年度プロジェクト研究の活動のまとめ
今年度は、須坂中央地域を中心に須坂小学校への学習支援、デジタル講習会を行いました。さらに、埴生小学校での学習支援も行いました。
これらの活動についての記録となります。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="教育支援・デジタル講習会まとめ" title="教育支援・デジタル講習会まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126823">教育支援・デジタル講習会まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126823">2023年度プロジェクト研究の活動のまとめ
今年度は、須坂中央地域を中心に須坂小学校への学習支援、デジタル講習会を行いました。さらに、埴生小学校での学習支援も行いました。
これらの活動についての記録となります。</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126692">9</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/693/126692.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「石久摩神社」石久摩神社は隣の川辺小学校とつながりが深く、北鳥居の下に埋められたタイムカプセルの中に児童作文があります。
また、東鳥居付近にある上田原自治会館では5年に1度「上田原古戦場祭り」が行われます。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="石久摩神社" title="石久摩神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126692">石久摩神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126692">石久摩神社は隣の川辺小学校とつながりが深く、北鳥居の下に埋められたタイムカプセルの中に児童作文があります。
また、東鳥居付近にある上田原自治会館では5年に1度「上田原古戦場祭り」が行われます。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126689">10</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/825/126689.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「」戦前に発行された西塩田時報は戦争、学校、地域などの時事ニュースが多く書かれており、生活の知恵と思われる記事は957ページの中でたった5つほどであった。戦後になると生活の知恵を特集したコーナーのようなものができ、数ページごとに1つ生活の知恵と思われる記事が掲載されている。また、記事の内容も変化しているように感じられる。戦前は、睡眠やビタミン、乳児の育て方という基礎的な生活の知恵であったのに対して戦後は基礎的な生活の知恵も残しつつ、季節の料理やさらにより良い暮らしを求める記事が多い。この変化は、戦前から戦後にかけて人々の暮らしに対する意識の変化があると考える。戦前は生きていくことに必死で暮らしの質は求めておらず、戦後になり心にゆとりが生まれることで暮らしに対する質を求めることができる"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="" title="" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126689"></a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126689">戦前に発行された西塩田時報は戦争、学校、地域などの時事ニュースが多く書かれており、生活の知恵と思われる記事は957ページの中でたった5つほどであった。戦後になると生活の知恵を特集したコーナーのようなものができ、数ページごとに1つ生活の知恵と思われる記事が掲載されている。また、記事の内容も変化しているように感じられる。戦前は、睡眠やビタミン、乳児の育て方という基礎的な生活の知恵であったのに対して戦後は基礎的な生活の知恵も残しつつ、季節の料理やさらにより良い暮らしを求める記事が多い。この変化は、戦前から戦後にかけて人々の暮らしに対する意識の変化があると考える。戦前は生きていくことに必死で暮らしの質は求めておらず、戦後になり心にゆとりが生まれることで暮らしに対する質を求めることができる</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126651">11</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/675/126651.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦前と現在の学校教育」探求のねらい
過去と現在では学校の授業形態などは異なっていると考えるが、教育の目的・内容は変わらないものであるので、過去と現在の学校教育を比較し、その時代の背景について考察し、理解することを目的としている。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="戦前と現在の学校教育" title="戦前と現在の学校教育" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126651">戦前と現在の学校教育</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126651">探求のねらい
過去と現在では学校の授業形態などは異なっていると考えるが、教育の目的・内容は変わらないものであるので、過去と現在の学校教育を比較し、その時代の背景について考察し、理解することを目的としている。</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126634">12</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/826/126634.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「まとめ」ここまで戦後の上田の学習環境の変化を概観してきた。戦後の上田の学校を調べた所感として、戦後と現代で学生に求める理想像に重なる点が多々見受けられると考えた。学習環境を整える中で頻繁に「自由な学習環境」「個人の関心を尊重すること」が説かれており、このことから戦後は画一的な教育方針よりも、個人の裁量に合わせた柔軟性の高い教育環境を構築しようと奮起していたと考察した。このような観点は現代にも通ずるものがあり、個人の特性を活かし、のびのびと学ぶことができることを重んじる価値観は今も昔も変わらないのだと調べ学習を通して実感した。

なお、現代の学習方針と比較した見解として、現代では外国語学習を推進したり、個人の特性を重んじたキャリア教育がなされていたりすることから、現代では特に「多様性が"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="まとめ" title="まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126634">まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126634">ここまで戦後の上田の学習環境の変化を概観してきた。戦後の上田の学校を調べた所感として、戦後と現代で学生に求める理想像に重なる点が多々見受けられると考えた。学習環境を整える中で頻繁に「自由な学習環境」「個人の関心を尊重すること」が説かれており、このことから戦後は画一的な教育方針よりも、個人の裁量に合わせた柔軟性の高い教育環境を構築しようと奮起していたと考察した。このような観点は現代にも通ずるものがあり、個人の特性を活かし、のびのびと学ぶことができることを重んじる価値観は今も昔も変わらないのだと調べ学習を通して実感した。

なお、現代の学習方針と比較した見解として、現代では外国語学習を推進したり、個人の特性を重んじたキャリア教育がなされていたりすることから、現代では特に「多様性が</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126633">13</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/826/126633.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「現代の上田市中学校」今回は数ある小中学校の中から、上田市第一中学校を一例として取り上げる。
上田市第一中学校の教育方針を見ると、戦後の教育方針と重なる面が多々存在すると考察した。また、戦後の学習環境と異なる点として、外国語学習やキャリア教育などに力を入れていることが顕著な例として考えられる。このことから、戦後と現代で重視される学習内容が異なっており、時代と共に重んじられる価値観が変化していると推察した。

参照元：「上田市第一中学校」http://www.school.umic.jp/ueda1/"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="現代の上田市中学校" title="現代の上田市中学校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126633">現代の上田市中学校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126633">今回は数ある小中学校の中から、上田市第一中学校を一例として取り上げる。
上田市第一中学校の教育方針を見ると、戦後の教育方針と重なる面が多々存在すると考察した。また、戦後の学習環境と異なる点として、外国語学習やキャリア教育などに力を入れていることが顕著な例として考えられる。このことから、戦後と現代で重視される学習内容が異なっており、時代と共に重んじられる価値観が変化していると推察した。

参照元：「上田市第一中学校」http://www.school.umic.jp/ueda1/</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126631">14</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/826/126631.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩田分校を訪問する」これは塩田にある分校でのインタビュー内容が記載されている史料である。記事を見ると、塩田分校では教育方針として「農村を担う中堅的人材」を育てることを掲げており、そのために高等学校での基礎的な一般教養に加え、家庭科や農業科の専門的技能を体得させること、そして一番に「人間としての素養を育て上げること」を重んじていることが読み取れる。
このことから、塩田分校では学生に対して専門的知識を持った地域に根差す人材、並びに志や人徳の高い学生を理想像としていたのではないかと考察した。

▼この記事は以下から参照できます。
#1192 『西塩田公報』第66号(1953年3月5日)2頁"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="塩田分校を訪問する" title="塩田分校を訪問する" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126631">塩田分校を訪問する</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126631">これは塩田にある分校でのインタビュー内容が記載されている史料である。記事を見ると、塩田分校では教育方針として「農村を担う中堅的人材」を育てることを掲げており、そのために高等学校での基礎的な一般教養に加え、家庭科や農業科の専門的技能を体得させること、そして一番に「人間としての素養を育て上げること」を重んじていることが読み取れる。
このことから、塩田分校では学生に対して専門的知識を持った地域に根差す人材、並びに志や人徳の高い学生を理想像としていたのではないかと考察した。

▼この記事は以下から参照できます。
#1192 『西塩田公報』第66号(1953年3月5日)2頁</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126630">15</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/826/126630.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「學校だより」当時は時報に學校だよりが記載されており、学校でどのような行事が行われるかを知ることができた。
ここでは11月の行事について説明されている。
記事を読むと、当時は陸上競技会が珠算競技会が開かれており、幾名の生徒が表彰されている。また、籠球大会や珠算検定会での表彰者が記載されている。

これらのことから、現代で言う部活動のような取り組みが戦後でもなされており、学校での座学から逸脱した様々な機会が設けられていたのではないかと考えた。

また、小学校の行事内容を確認すると、「産業文化祭に児童の図学工作品を出品する」「校内音楽会」などが行われていたことが読み取れる。他にも、小学校での映画鑑賞などの機会が設けられていることが分かった。

記事の内容から、小学校でも机上での学びに囚われない多様な"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="學校だより" title="學校だより" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126630">學校だより</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126630">当時は時報に學校だよりが記載されており、学校でどのような行事が行われるかを知ることができた。
ここでは11月の行事について説明されている。
記事を読むと、当時は陸上競技会が珠算競技会が開かれており、幾名の生徒が表彰されている。また、籠球大会や珠算検定会での表彰者が記載されている。

これらのことから、現代で言う部活動のような取り組みが戦後でもなされており、学校での座学から逸脱した様々な機会が設けられていたのではないかと考えた。

また、小学校の行事内容を確認すると、「産業文化祭に児童の図学工作品を出品する」「校内音楽会」などが行われていたことが読み取れる。他にも、小学校での映画鑑賞などの機会が設けられていることが分かった。

記事の内容から、小学校でも机上での学びに囚われない多様な</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126627">16</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/826/126627.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「校舎増築に就て(ついて)」1948年の西塩田時報に、児童数の増加に伴った校舎の増築についての一報が記載されていた。
記事によると、増築前には校舎の裁縫室や工作室と言った、俗に言う特別教室を普通の教室として使用していたそうだ。また、校舎を増築するにあたり、学校の新教育課程の順守について説かれている。文献を読むと、当時の新課程は個人の尊重を図り、自主性を重んじた学習環境を構築することを目標としていたことが読み取れる。

さらに、記事の末尾では地域住民に対して学生が自由に研究できる環境や、特別室（裁縫室、工作室）の設置のための支援を呼び掛けている。

この記事から戦後の人々は学生に対し、学生自身の興味を探求できる教育を施そうとしていたと考察した。また、当時から裁縫室や工作室が存在していたことから、座学だけではなく"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="校舎増築に就て(ついて)" title="校舎増築に就て(ついて)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126627">校舎増築に就て(ついて)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126627">1948年の西塩田時報に、児童数の増加に伴った校舎の増築についての一報が記載されていた。
記事によると、増築前には校舎の裁縫室や工作室と言った、俗に言う特別教室を普通の教室として使用していたそうだ。また、校舎を増築するにあたり、学校の新教育課程の順守について説かれている。文献を読むと、当時の新課程は個人の尊重を図り、自主性を重んじた学習環境を構築することを目標としていたことが読み取れる。

さらに、記事の末尾では地域住民に対して学生が自由に研究できる環境や、特別室（裁縫室、工作室）の設置のための支援を呼び掛けている。

この記事から戦後の人々は学生に対し、学生自身の興味を探求できる教育を施そうとしていたと考察した。また、当時から裁縫室や工作室が存在していたことから、座学だけではなく</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126625">17</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/532/126625.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学校水泳における変化」現在と以前の学校環境、特に水泳に変化があるかを調査する。
西塩田時報にある水泳についての記載で、海に囲まれた国である日本の国民として泳げないのは恥ずかしいとある。ストレートな言い方であるが、日本国民には水泳は必須であることを表現している。ここから水泳が生命に関する重要な運動であることは現在と同じ認識だと思う。
また当時の夏休みの水泳は午前と午後の部に分かれており、なるべく短い時間で寒いと感じたらすぐに泳ぐのをやめることが書かれている。水泳の時間を一時間を制限して管理するのではなく、自己管理を促しているのではないかと思う。自己管理の面では、他にも空腹時に水泳を行わないことや頭まで水につけること等の子供達自身が意識して行うことが記載されている。
以上の記事から、学校水泳は過去でも"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="学校水泳における変化" title="学校水泳における変化" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126625">学校水泳における変化</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126625">現在と以前の学校環境、特に水泳に変化があるかを調査する。
西塩田時報にある水泳についての記載で、海に囲まれた国である日本の国民として泳げないのは恥ずかしいとある。ストレートな言い方であるが、日本国民には水泳は必須であることを表現している。ここから水泳が生命に関する重要な運動であることは現在と同じ認識だと思う。
また当時の夏休みの水泳は午前と午後の部に分かれており、なるべく短い時間で寒いと感じたらすぐに泳ぐのをやめることが書かれている。水泳の時間を一時間を制限して管理するのではなく、自己管理を促しているのではないかと思う。自己管理の面では、他にも空腹時に水泳を行わないことや頭まで水につけること等の子供達自身が意識して行うことが記載されている。
以上の記事から、学校水泳は過去でも</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126624">18</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/846/126624.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田地域の高校の蚕産業についての歴史」上田市にある上田東高等学校。旧小県蚕業学校とも言い、農業課程・林業課程・蚕業課程がありました。

学校の校内には蚕業学校時代をしのぶ、しだれ桑が植えられています。さらに、爆撃の際に黒ずみになった欅の痕跡が今も残っています。

そして、この学校の有名な人といえば鈴木敏文さんです。
鈴木敏文さんは、坂城町の生まれで、小県蚕業学校の出身です。また、セブンーイレブンの元社長でもあります。鈴木社長は、創立120周年の時には「変化対応」というメッセージを贈っており、今でも石碑に刻まれています。
創立130周年では、新型コロナウイルスの影響でオンライン開催になりましたが、実際に貴重なお話を聞かせていただきました。
その際、「この学校はとても長い歴史があります。」と言い、実際に学生時代に経験したことを"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田地域の高校の蚕産業についての歴史" title="上田地域の高校の蚕産業についての歴史" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126624">上田地域の高校の蚕産業についての歴史</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126624">上田市にある上田東高等学校。旧小県蚕業学校とも言い、農業課程・林業課程・蚕業課程がありました。

学校の校内には蚕業学校時代をしのぶ、しだれ桑が植えられています。さらに、爆撃の際に黒ずみになった欅の痕跡が今も残っています。

そして、この学校の有名な人といえば鈴木敏文さんです。
鈴木敏文さんは、坂城町の生まれで、小県蚕業学校の出身です。また、セブンーイレブンの元社長でもあります。鈴木社長は、創立120周年の時には「変化対応」というメッセージを贈っており、今でも石碑に刻まれています。
創立130周年では、新型コロナウイルスの影響でオンライン開催になりましたが、実際に貴重なお話を聞かせていただきました。
その際、「この学校はとても長い歴史があります。」と言い、実際に学生時代に経験したことを</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126614">19</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/829/126614.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「デジタルアーカイブ」デジタルアーカイブを知っている人が少ないので、実物を記録・保存するより良いところは何か。多くの人に利用してもらうためにできることはあるか考えました。
デジタルアーカイブは、公文書・書籍・芸術作品などをデジタル化して保存、公開します。今回は、①国立公文書館デジタルアーカイブ ②Col Base ③NHKアーカイブス を閲覧しました。

①国立公文書館
・言語は日本語、英語。中国語や韓国語も加えて欲しい。サイトの文字全体も大きくできる。
・TOPページには、ジャンルが６つ挙げられていて、選びやすい。検索もできる。
・ジャンルを一つ選ぶと、該当する資料が並ぶ。資料名と読み仮名、資料の画像も表示されるので、見やすい。表示方法を変えると、資料の説明も加わる。選んだ資料を拡大しても、細かい文字が鮮明に見える。(上"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="デジタルアーカイブ" title="デジタルアーカイブ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126614">デジタルアーカイブ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126614">デジタルアーカイブを知っている人が少ないので、実物を記録・保存するより良いところは何か。多くの人に利用してもらうためにできることはあるか考えました。
デジタルアーカイブは、公文書・書籍・芸術作品などをデジタル化して保存、公開します。今回は、①国立公文書館デジタルアーカイブ ②Col Base ③NHKアーカイブス を閲覧しました。

①国立公文書館
・言語は日本語、英語。中国語や韓国語も加えて欲しい。サイトの文字全体も大きくできる。
・TOPページには、ジャンルが６つ挙げられていて、選びやすい。検索もできる。
・ジャンルを一つ選ぶと、該当する資料が並ぶ。資料名と読み仮名、資料の画像も表示されるので、見やすい。表示方法を変えると、資料の説明も加わる。選んだ資料を拡大しても、細かい文字が鮮明に見える。(上</a></td><td class="date">2024-01-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126463">20</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/126463.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧西塩田小学校校舎(さくら国際高校)2013/11/22」★<a href=https://www.sakura-kokusai.ed.jp/>さくら国際高校</a>

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

旧西塩田小学校の校舎は、小津安二郎監督の映画『一人息子』(1936年)でも使われた「絵になる風景」です。その校舎が現在もなお残っています。しかもさくら国際高校の現役の校舎です。</a></td><td class="date">2023-12-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126453">21</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/817/126453.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「泥宮大神と上窪池」　上田市本郷にある泥宮大神は、非常に珍しい泥を御神体とした神社である。古くから泥、つまり大地は稲などの作物を育ててくれる存在として崇められてていた。日本全国様々なものを御神体とする神社があるが、泥をご神体とした神社は多くはない。
　本来は生島足島神社が建立された際に、その時の死者の魂を遺すためとして作られた社である。なお、生島足島神社が創建された年代はわかっていないため、この泥宮大神が建てられた時期も不明ということになる。
　もともとは「諏訪大明神」という名で呼ばれていたが、1790（寛政2）年、松平定信が幕府の財政を引き締め立て直しを図った時代に「泥宮」の愛称で親しまれるようになった。
　この神社の東側には上窪池という溜池があり、私が訪れた際にはサギのような白くて大きな鳥も見られ"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="泥宮大神と上窪池" title="泥宮大神と上窪池" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126453">泥宮大神と上窪池</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126453">　上田市本郷にある泥宮大神は、非常に珍しい泥を御神体とした神社である。古くから泥、つまり大地は稲などの作物を育ててくれる存在として崇められてていた。日本全国様々なものを御神体とする神社があるが、泥をご神体とした神社は多くはない。
　本来は生島足島神社が建立された際に、その時の死者の魂を遺すためとして作られた社である。なお、生島足島神社が創建された年代はわかっていないため、この泥宮大神が建てられた時期も不明ということになる。
　もともとは「諏訪大明神」という名で呼ばれていたが、1790（寛政2）年、松平定信が幕府の財政を引き締め立て直しを図った時代に「泥宮」の愛称で親しまれるようになった。
　この神社の東側には上窪池という溜池があり、私が訪れた際にはサギのような白くて大きな鳥も見られ</a></td><td class="date">2023-12-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126448">22</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/126448.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「Excelで「生涯備忘録」のすすめ」生まれてからこれまでの間にいつ何があったか、どこへ行ったか、その頃何をしていたか、何を考えていたか、どう成長したかがシームレスにわかるといい。スマホで撮った画像やビデオやその時にゲットした資料なども紐づけできるといい。

仮に人生100年とすると日数は約36,500日。Excelでデータ作成すると、それがいとも簡単にコントロールできます。そんなことで「生涯備忘録」を作ってみました。誕生日を起算日とし１行＝１日で下方向に3万6千行のデータを作ります。カラムは任意で。一番の柱は年月日です。他は全部年月日の属性。
１行目に生誕日を入力。
２行目には数式 =一つ上のセル+1 を書きます。これで日付が１カウントアップします。このセルを下方向コピー(フィル)すると100年人生の日付入力が全て完了します。とても簡単です。
私"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126448.jpg" alt="Excelで「生涯備忘録」のすすめ" title="Excelで「生涯備忘録」のすすめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126448">Excelで「生涯備忘録」のすすめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126448">生まれてからこれまでの間にいつ何があったか、どこへ行ったか、その頃何をしていたか、何を考えていたか、どう成長したかがシームレスにわかるといい。スマホで撮った画像やビデオやその時にゲットした資料なども紐づけできるといい。

仮に人生100年とすると日数は約36,500日。Excelでデータ作成すると、それがいとも簡単にコントロールできます。そんなことで「生涯備忘録」を作ってみました。誕生日を起算日とし１行＝１日で下方向に3万6千行のデータを作ります。カラムは任意で。一番の柱は年月日です。他は全部年月日の属性。
１行目に生誕日を入力。
２行目には数式 =一つ上のセル+1 を書きます。これで日付が１カウントアップします。このセルを下方向コピー(フィル)すると100年人生の日付入力が全て完了します。とても簡単です。
私</a></td><td class="date">2023-12-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126443">23</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/454/126443_0023_002.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「須坂小学校教育支援・教育支援案」中間発表資料

・須坂小学校教育支援
・卒業論文（髙倉大成）
・教育支援案"><img src="https://d-commons.info/upload/4/454/thumbnails/126443_0023_002.jpg" alt="須坂小学校教育支援・教育支援案" title="須坂小学校教育支援・教育支援案" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126443">須坂小学校教育支援・教育支援案</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126443">中間発表資料

・須坂小学校教育支援
・卒業論文（髙倉大成）
・教育支援案</a></td><td class="date">2023-12-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126404">24</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/836/126404.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「身体測定（『西塩田時報』第35号（1926年10月1日）3頁）」学校の身体検査について書かれた記事だが、情勢の脅威について触れられていたり、体格を成績として評価したりしている。現代では配慮され絶対にかかれないことが書かれていたため、時代の移り変わりを感じた。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="身体測定（『西塩田時報』第35号（1926年10月1日）3頁）" title="身体測定（『西塩田時報』第35号（1926年10月1日）3頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126404">身体測定（『西塩田時報』第35号（1926年10月1日）3頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126404">学校の身体検査について書かれた記事だが、情勢の脅威について触れられていたり、体格を成績として評価したりしている。現代では配慮され絶対にかかれないことが書かれていたため、時代の移り変わりを感じた。</a></td><td class="date">2023-12-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126403">25</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/838/126403.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小学校便り『西塩田時報』第101号(昭和7年4月1日)２頁」学校の出席に関して書かれている



この記事は以下から参照出来ます
『西塩田時報』第101号(昭和7年4月1日)２頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns07_101to120.pdf"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="小学校便り『西塩田時報』第101号(昭和7年4月1日)２頁" title="小学校便り『西塩田時報』第101号(昭和7年4月1日)２頁" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126403">小学校便り『西塩田時報』第101号(昭和7年4月1日)２頁</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126403">学校の出席に関して書かれている



この記事は以下から参照出来ます
『西塩田時報』第101号(昭和7年4月1日)２頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns07_101to120.pdf</a></td><td class="date">2023-12-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126399">26</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/836/126399.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学校だより（『西塩田時報』第８４号（１９３０年１１月１日）２頁）」アニメなどのイメージから昭和にはおかっぱの女の子がいたというのは想像していたが、ここまで多くの子がおかっぱにしており、学校からもおかっぱが推奨されていたことに驚いた。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="学校だより（『西塩田時報』第８４号（１９３０年１１月１日）２頁）" title="学校だより（『西塩田時報』第８４号（１９３０年１１月１日）２頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126399">学校だより（『西塩田時報』第８４号（１９３０年１１月１日）２頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126399">アニメなどのイメージから昭和にはおかっぱの女の子がいたというのは想像していたが、ここまで多くの子がおかっぱにしており、学校からもおかっぱが推奨されていたことに驚いた。</a></td><td class="date">2023-12-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126360">27</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/828/126360.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小学校1年生」小学校に上がるにあたって、どのような子供であるべきかが記されている。当たり前のようなことを書かれてるのだが、記事の中の「1人で床に入ること」は、小学一年生ではまだ難しいのではないか、というのが個人的な感想。
人によって感じ方が変わりそうな記事である。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="小学校1年生" title="小学校1年生" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126360">小学校1年生</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126360">小学校に上がるにあたって、どのような子供であるべきかが記されている。当たり前のようなことを書かれてるのだが、記事の中の「1人で床に入ること」は、小学一年生ではまだ難しいのではないか、というのが個人的な感想。
人によって感じ方が変わりそうな記事である。</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126359">28</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/828/126359.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小学校だより」現在では、各小学校から配られることがほとんどである小学校だよりが西塩田時報に記載されている。
在籍している子供の個人情報など、現在と異なる情報の扱い方に興味をひかれた。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="小学校だより" title="小学校だより" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126359">小学校だより</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126359">現在では、各小学校から配られることがほとんどである小学校だよりが西塩田時報に記載されている。
在籍している子供の個人情報など、現在と異なる情報の扱い方に興味をひかれた。</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126340">29</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/813/126340.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西塩田中学校増築工事報告（『西塩田時報［戦後］』第26号（1949年5月20日）1頁）」学校の工事の進行状況や工事費について書かれている記事。今の時代だと工事現場の付近に看板として表示されているようなものだが、この時代だと新聞の中で人々に知らせているのが珍しいと感じた。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="西塩田中学校増築工事報告（『西塩田時報［戦後］』第26号（1949年5月20日）1頁）" title="西塩田中学校増築工事報告（『西塩田時報［戦後］』第26号（1949年5月20日）1頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126340">西塩田中学校増築工事報告（『西塩田時報［戦後］』第26号（1949年5月20日）1頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126340">学校の工事の進行状況や工事費について書かれている記事。今の時代だと工事現場の付近に看板として表示されているようなものだが、この時代だと新聞の中で人々に知らせているのが珍しいと感じた。</a></td><td class="date">2023-12-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126336">30</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/819/126336.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「入学前にしておくこと」小学校一年生になる前に学んでおいてほしいことが記載されている。先生を怖がらないようになど少しユーモアあふれてつい笑ってしまった。"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="入学前にしておくこと" title="入学前にしておくこと" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126336">入学前にしておくこと</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126336">小学校一年生になる前に学んでおいてほしいことが記載されている。先生を怖がらないようになど少しユーモアあふれてつい笑ってしまった。</a></td><td class="date">2023-12-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126333">31</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/675/126333.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「親は子供にどれ程の関心があるのか（『西塩田時報』第66号 1953年）」この記事では、小学校で行われた父兄懇談会についての内容が記載されています。
出席状況調査票から分かるように全体の出席率は80％以上と比較的高い出席率だと思います。
「親は子供にどれ程の関心があるのか」というタイトルに惹かれ記事を読みました。親は子供に関心があるのかという点では、高い出席率から昔も今も変わらず親は子供に関心を持っていたと感じます。

『西塩田時報』第66号（1953年3月5日)3頁"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="親は子供にどれ程の関心があるのか（『西塩田時報』第66号 1953年）" title="親は子供にどれ程の関心があるのか（『西塩田時報』第66号 1953年）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126333">親は子供にどれ程の関心があるのか（『西塩田時報』第66号 1953年）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126333">この記事では、小学校で行われた父兄懇談会についての内容が記載されています。
出席状況調査票から分かるように全体の出席率は80％以上と比較的高い出席率だと思います。
「親は子供にどれ程の関心があるのか」というタイトルに惹かれ記事を読みました。親は子供に関心があるのかという点では、高い出席率から昔も今も変わらず親は子供に関心を持っていたと感じます。

『西塩田時報』第66号（1953年3月5日)3頁</a></td><td class="date">2023-12-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126329">32</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「卒業論文執筆にあたっての課題とその解決の成果」後期開始から卒論執筆を開始
→項目立て、本文を鋭意執筆中

課題
生涯学習、社会教育、地域づくりについて
自分の中で理解が深まっていなかったため、混同していた。
→ミスリード、ひいては全否定につながる恐れがある

生涯学習
一般には人々が生涯に行うあらゆる学習，すなわち，学校教育，家庭教育，社会教育，文化活動，スポーツ活動，レクリエーション活動，ボランティア活動，企業内教育，趣味など様々な場や機会において行う学習の意味で用いられます。
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201901/detail/1421865.htm
社会教育
学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動を指します。
https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l.htm
違い
これに対して、「生涯学習」は、学習者の視点から"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="卒業論文執筆にあたっての課題とその解決の成果" title="卒業論文執筆にあたっての課題とその解決の成果" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126329">卒業論文執筆にあたっての課題とその解決の成果</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126329">後期開始から卒論執筆を開始
→項目立て、本文を鋭意執筆中

課題
生涯学習、社会教育、地域づくりについて
自分の中で理解が深まっていなかったため、混同していた。
→ミスリード、ひいては全否定につながる恐れがある

生涯学習
一般には人々が生涯に行うあらゆる学習，すなわち，学校教育，家庭教育，社会教育，文化活動，スポーツ活動，レクリエーション活動，ボランティア活動，企業内教育，趣味など様々な場や機会において行う学習の意味で用いられます。
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201901/detail/1421865.htm
社会教育
学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動を指します。
https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l.htm
違い
これに対して、「生涯学習」は、学習者の視点から</a></td><td class="date">2023-12-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126322">33</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/387/126322.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「『西塩田時報Vol.1』(戦前編1923～1943年)」1.	金融機関が保管サービスについて説明しており、特に武保の金融組合が米の貸し付けを行っていることが述べられています。金利や条件についても触れられています。
2.	産業組合に関する情報が含まれています。特に、農業における品種や飼料についての指針や注意が述べられています。
3.	特に米の保管についての重要なポイントが述べられています。新聞における注意喚起もあります。
4.	学校の最新情報や行事に関する内容が含まれています。書週間や学校の成績、講堂集合の予定などが触れられています。
5.	民精神作興週間に関する呼びかけやイベントの告知があります。
6.	鮮魚に関する情報があり、特に良質な大豆や小麦、骨などの原料について触れられています。
7.	毎日が祝日になることが一時的であるが、それを抜けて平和であることへ"><img src="https://d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/126322.png" alt="『西塩田時報Vol.1』(戦前編1923～1943年)" title="『西塩田時報Vol.1』(戦前編1923～1943年)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126322">『西塩田時報Vol.1』(戦前編1923～1943年)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126322">1.	金融機関が保管サービスについて説明しており、特に武保の金融組合が米の貸し付けを行っていることが述べられています。金利や条件についても触れられています。
2.	産業組合に関する情報が含まれています。特に、農業における品種や飼料についての指針や注意が述べられています。
3.	特に米の保管についての重要なポイントが述べられています。新聞における注意喚起もあります。
4.	学校の最新情報や行事に関する内容が含まれています。書週間や学校の成績、講堂集合の予定などが触れられています。
5.	民精神作興週間に関する呼びかけやイベントの告知があります。
6.	鮮魚に関する情報があり、特に良質な大豆や小麦、骨などの原料について触れられています。
7.	毎日が祝日になることが一時的であるが、それを抜けて平和であることへ</a></td><td class="date">2023-12-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126320">34</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/811/126320.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「補習学校より『西塩田時報』第3号(1923年11月30日)3頁」補習学校が始まるという記事で、昔の学校について書かれています。
夜学であまり効果が出ていないことについて、家庭環境などを考慮しながら作者の考えや生徒を鼓舞する文章が書かれています。家庭の環境に差があることや、男子部と女子部が分かれていることなどは今にはあまりない環境で見ていて面白いです。また学校が始まる日にちや時間についても書かれていてそういったことも公報で伝えていたんだなと今との違いを感じます。


・この記事は以下から参照できます
#11 『西塩田時報』第3号(1923年11月30日)3頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0011.jpg"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="補習学校より『西塩田時報』第3号(1923年11月30日)3頁" title="補習学校より『西塩田時報』第3号(1923年11月30日)3頁" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126320">補習学校より『西塩田時報』第3号(1923年11月30日)3頁</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126320">補習学校が始まるという記事で、昔の学校について書かれています。
夜学であまり効果が出ていないことについて、家庭環境などを考慮しながら作者の考えや生徒を鼓舞する文章が書かれています。家庭の環境に差があることや、男子部と女子部が分かれていることなどは今にはあまりない環境で見ていて面白いです。また学校が始まる日にちや時間についても書かれていてそういったことも公報で伝えていたんだなと今との違いを感じます。


・この記事は以下から参照できます
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https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0011.jpg</a></td><td class="date">2023-12-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126182">35</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/126182.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「菅平高原の茅場」11/24(金)、菅平高原で菅平中学校の生徒たちがカヤ刈り体験をしました。筑波大学の田中先生が自然環境とカヤ刈りの解説をし、生徒たちは広い茅場でカヤ刈りをしました。正直なところ私もカヤ刈りの現場に直面したことは初めてです。この場所はもともとはスキー場の一部ですが、現在は使われていない場所になり、豊かに茅が群生しています。自生する茅を刈り、これらは文化財の屋根の再生に使われたり、堆肥の材料になったりするとのこと。生徒たちがカヤ刈りを体験しながら、自然の環境や自然資源のリサイクルを学べる大切な学習体験でした。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126182.jpg" alt="菅平高原の茅場" title="菅平高原の茅場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126182">菅平高原の茅場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126182">11/24(金)、菅平高原で菅平中学校の生徒たちがカヤ刈り体験をしました。筑波大学の田中先生が自然環境とカヤ刈りの解説をし、生徒たちは広い茅場でカヤ刈りをしました。正直なところ私もカヤ刈りの現場に直面したことは初めてです。この場所はもともとはスキー場の一部ですが、現在は使われていない場所になり、豊かに茅が群生しています。自生する茅を刈り、これらは文化財の屋根の再生に使われたり、堆肥の材料になったりするとのこと。生徒たちがカヤ刈りを体験しながら、自然の環境や自然資源のリサイクルを学べる大切な学習体験でした。</a></td><td class="date">2023-11-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126153">36</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/756/126153.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「5代松平忠学と明倫堂」　この場所にはかつて、松平忠学（たださと）の命によって設立された明倫堂があった。ここで、上田藩の多くの若者が文武教育を受けた。
　私が散策したところ、この学校（現在は上田市立第三中学校となっている。）は3種類の石垣によって囲まれているのが分かった。左から二つ目の石垣は、横に長く敷き詰められており、一枚一枚はの厚さは薄く、どれも四角形であった。左から三つ目の石垣と一番右の石垣を比べると、左の石垣は、全体的に白く、配列がきれいである。それに対し右の石垣は、全体的に黒いけれども青、赤、黄などの色の石もあり、また、上にいけばいくほど石の大きさが小さくなっている。配列が乱れている箇所もある。
　おそらく左から二番目の石垣は今日に近しい時代に、一番右の石垣は古い時代に積まれたものだろう。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="5代松平忠学と明倫堂" title="5代松平忠学と明倫堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126153">5代松平忠学と明倫堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126153">　この場所にはかつて、松平忠学（たださと）の命によって設立された明倫堂があった。ここで、上田藩の多くの若者が文武教育を受けた。
　私が散策したところ、この学校（現在は上田市立第三中学校となっている。）は3種類の石垣によって囲まれているのが分かった。左から二つ目の石垣は、横に長く敷き詰められており、一枚一枚はの厚さは薄く、どれも四角形であった。左から三つ目の石垣と一番右の石垣を比べると、左の石垣は、全体的に白く、配列がきれいである。それに対し右の石垣は、全体的に黒いけれども青、赤、黄などの色の石もあり、また、上にいけばいくほど石の大きさが小さくなっている。配列が乱れている箇所もある。
　おそらく左から二番目の石垣は今日に近しい時代に、一番右の石垣は古い時代に積まれたものだろう。</a></td><td class="date">2023-11-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125956">37</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/745/125956.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「いにしえの丘公園・下之郷古墳群」　長野県工科短期大学校の北、いにしえの丘公園にある古墳群。塚穴原第1号古墳と2号古墳がある。

　古墳時代、塩田地域に豪族がおり、それなりに栄えていたことがわかる。

　小高い丘にあり、周囲に川の流れている様子はない。現在残っているため池などはほとんどが江戸時代に造られたものであり、古代に水不足があったのか、どう対処していたのかについてはあまりわからない。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="いにしえの丘公園・下之郷古墳群" title="いにしえの丘公園・下之郷古墳群" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125956">いにしえの丘公園・下之郷古墳群</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125956">　長野県工科短期大学校の北、いにしえの丘公園にある古墳群。塚穴原第1号古墳と2号古墳がある。

　古墳時代、塩田地域に豪族がおり、それなりに栄えていたことがわかる。

　小高い丘にあり、周囲に川の流れている様子はない。現在残っているため池などはほとんどが江戸時代に造られたものであり、古代に水不足があったのか、どう対処していたのかについてはあまりわからない。</a></td><td class="date">2023-11-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125400">38</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/125400.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「2019年、台風19号／避難先の混乱」2019/10/12、台風19号、上田市では警戒レベル４となり避難指示が発令されました。問題は住まいが安全かどうか、避難先はどこかです。私は千曲川に近い低地に暮らしていることもあり、高台に移動した後、最寄りの避難先の一つ、泉田の防災センターに避難しました。

避難所は多くの場所が大勢の人々で大変だったと聞いています。泉田のこの施設は避難先としての周知が行き届いていなかったせいか、避難者が少なく済みました。市の職員の方が丁寧に就寝用マットを配られるなど対応されていました。

翌日深夜２時頃、よく寝付けず、スマホで見る情報を見ると千曲川の水位が徐々に低くなる状況を確認し、家に戻ることにしました。途中、川辺小学校の前を通過しました。校庭に避難した方々の車が多数停まっているのを目撃しました。

後から"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125400.jpg" alt="2019年、台風19号／避難先の混乱" title="2019年、台風19号／避難先の混乱" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125400">2019年、台風19号／避難先の混乱</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125400">2019/10/12、台風19号、上田市では警戒レベル４となり避難指示が発令されました。問題は住まいが安全かどうか、避難先はどこかです。私は千曲川に近い低地に暮らしていることもあり、高台に移動した後、最寄りの避難先の一つ、泉田の防災センターに避難しました。

避難所は多くの場所が大勢の人々で大変だったと聞いています。泉田のこの施設は避難先としての周知が行き届いていなかったせいか、避難者が少なく済みました。市の職員の方が丁寧に就寝用マットを配られるなど対応されていました。

翌日深夜２時頃、よく寝付けず、スマホで見る情報を見ると千曲川の水位が徐々に低くなる状況を確認し、家に戻ることにしました。途中、川辺小学校の前を通過しました。校庭に避難した方々の車が多数停まっているのを目撃しました。

後から</a></td><td class="date">2023-10-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125329">39</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/125329.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蓼科高校「蓼科学」プレイバック」蓼科高校「蓼科学」の授業記録や高校生たちの学習成果であるアウトプットは主に以下の２つのサイトから公開しています。

★<b><a href=https://www.mmdb.net/usr/oraho11/chiiki-a/cat/>地域学習アーカイブ</a></b>　蓼科学2015～2019を個別に蓄積。
★<b><a href=https://d-commons.net/tategaku/>みんなでつくる蓼科学アーカイブ</a></b>　蓼科学2020～2022の成果を蓄積。

蓼科高校の地域科目「蓼科学」は、長野大学と蓼科高校の高大連携講座として位置付けられ、長野大学が蓼科高校に出前講座を提供するという形で実施されてきました。私は2015年から2022年まで8年間にわたりその担当をしました。「蓼科学」はカリキュラムの見直しにより2022年度が最終年度となり現在は終了しています。

日頃、大学生とゼミや授業で接してはいますが、高校生と直接対峙する機会はなく、私にとっ"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125329.gif" alt="蓼科高校「蓼科学」プレイバック" title="蓼科高校「蓼科学」プレイバック" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125329">蓼科高校「蓼科学」プレイバック</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125329">蓼科高校「蓼科学」の授業記録や高校生たちの学習成果であるアウトプットは主に以下の２つのサイトから公開しています。

★<b><a href=https://www.mmdb.net/usr/oraho11/chiiki-a/cat/>地域学習アーカイブ</a></b>　蓼科学2015～2019を個別に蓄積。
★<b><a href=https://d-commons.net/tategaku/>みんなでつくる蓼科学アーカイブ</a></b>　蓼科学2020～2022の成果を蓄積。

蓼科高校の地域科目「蓼科学」は、長野大学と蓼科高校の高大連携講座として位置付けられ、長野大学が蓼科高校に出前講座を提供するという形で実施されてきました。私は2015年から2022年まで8年間にわたりその担当をしました。「蓼科学」はカリキュラムの見直しにより2022年度が最終年度となり現在は終了しています。

日頃、大学生とゼミや授業で接してはいますが、高校生と直接対峙する機会はなく、私にとっ</a></td><td class="date">2023-10-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125328">40</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/125328.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「「信州学サミット2017」プレイバック」長野県内の県立高校で実施された地域学「信州学」のお披露目の場として「信州学サミット」が2017年10月21日、長野駅コンコースを会場に開催されました。

初めての信州学サミットに各学校から意欲的な発表と展示がなされました。次の記事は信州学サミットの様子を具体的に伝えていてふり返りの参考になります。

▼信州学サミット～信州・学びの旅に出ように参加しました　2017年10月21日
<a href=https://manabitojichinohiroba.hatenablog.com/entry/2018/12/12/143956>https://manabitojichinohiroba.hatenablog.com/entry/2018/12/12/143956</a>

私が学習支援をしていた蓼科高校の「蓼科学」の成果もパネル発表の形で展示に供されました。商業高校など地域の商品開発に取り組んでいる高校は実践がまさに地域学のねらいに合致して成果をＰＲしている一方、全体としてはいまひとつ活気が"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125328.jpg" alt="「信州学サミット2017」プレイバック" title="「信州学サミット2017」プレイバック" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125328">「信州学サミット2017」プレイバック</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125328">長野県内の県立高校で実施された地域学「信州学」のお披露目の場として「信州学サミット」が2017年10月21日、長野駅コンコースを会場に開催されました。

初めての信州学サミットに各学校から意欲的な発表と展示がなされました。次の記事は信州学サミットの様子を具体的に伝えていてふり返りの参考になります。

▼信州学サミット～信州・学びの旅に出ように参加しました　2017年10月21日
<a href=https://manabitojichinohiroba.hatenablog.com/entry/2018/12/12/143956>https://manabitojichinohiroba.hatenablog.com/entry/2018/12/12/143956</a>

私が学習支援をしていた蓼科高校の「蓼科学」の成果もパネル発表の形で展示に供されました。商業高校など地域の商品開発に取り組んでいる高校は実践がまさに地域学のねらいに合致して成果をＰＲしている一方、全体としてはいまひとつ活気が</a></td><td class="date">2023-10-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125327">41</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/125327.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「新「信州学」プレイバック」画像は『わたしたちの信州学』表紙の一部を転載

▼新「信州学」推進事業(長野県教育委員会教学指導課)
<a href=https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/documents/19shinshugaku.pdf>https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/documents/19shinshugaku.pdf</a>

阿部長野県知事が旗ふりして始めた地域学「信州学」推進事業です。その副読本も作られ、ネット公開されました。
▼eReading Books『わたしたちの信州学』
<a href=https://ereading.cs.nii.ac.jp/nagano/book/shinshugaku/1>https://ereading.cs.nii.ac.jp/nagano/book/shinshugaku/1</a>

長野県の県立高校全校で地域学を実践するという方向付けは望ましいことであった一方、いきなり「信州学」を実践しなさいという号令はそれぞれの学校にとって反応のしようがないものであったことは否めません。

「信州学」は地理学者の故・市川健夫先生(1927-2016)が生涯をかけ"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125327.jpg" alt="新「信州学」プレイバック" title="新「信州学」プレイバック" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125327">新「信州学」プレイバック</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125327">画像は『わたしたちの信州学』表紙の一部を転載

▼新「信州学」推進事業(長野県教育委員会教学指導課)
<a href=https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/documents/19shinshugaku.pdf>https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/documents/19shinshugaku.pdf</a>

阿部長野県知事が旗ふりして始めた地域学「信州学」推進事業です。その副読本も作られ、ネット公開されました。
▼eReading Books『わたしたちの信州学』
<a href=https://ereading.cs.nii.ac.jp/nagano/book/shinshugaku/1>https://ereading.cs.nii.ac.jp/nagano/book/shinshugaku/1</a>

長野県の県立高校全校で地域学を実践するという方向付けは望ましいことであった一方、いきなり「信州学」を実践しなさいという号令はそれぞれの学校にとって反応のしようがないものであったことは否めません。

「信州学」は地理学者の故・市川健夫先生(1927-2016)が生涯をかけ</a></td><td class="date">2023-10-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=124977">42</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/124977.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「東京藝術大学の大学史史料室訪問」日本の近代音楽は文部省の音楽取調掛に始まります。後に東京音楽学校となり、戦後、東京藝術大学に。日本の音楽教育、音楽文化の源泉と言っても過言ではありません。音楽の記憶・記録がこの大学に詰まっています。7/4、大学史史料室を訪問し、史料室も見せていただき、関係の方々とも情報交換をしました。

アーカイブ系のセクションが未来創造継承センターに再編されたことも知りました。
《<a href=https://future.geidai.ac.jp/message2023/>「未来」のために「過去」を創造する。</a>》
なんと逆説的なアート的表現でしょう。アーカイブの本質と言ってもよいことです。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/124977.jpg" alt="東京藝術大学の大学史史料室訪問" title="東京藝術大学の大学史史料室訪問" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=124977">東京藝術大学の大学史史料室訪問</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=124977">日本の近代音楽は文部省の音楽取調掛に始まります。後に東京音楽学校となり、戦後、東京藝術大学に。日本の音楽教育、音楽文化の源泉と言っても過言ではありません。音楽の記憶・記録がこの大学に詰まっています。7/4、大学史史料室を訪問し、史料室も見せていただき、関係の方々とも情報交換をしました。

アーカイブ系のセクションが未来創造継承センターに再編されたことも知りました。
《<a href=https://future.geidai.ac.jp/message2023/>「未来」のために「過去」を創造する。</a>》
なんと逆説的なアート的表現でしょう。アーカイブの本質と言ってもよいことです。</a></td><td class="date">2023-08-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55532">43</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/454/055532_0023_002.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「例）【蚕の観察日記】8月5日」2023/08/05
今日もいつも通り、蚕は動いていた。
桑の葉をおいてあげるともぞもぞと動き出しおいしそうに葉っぱを食べていた。

蚕の顔をよく見てみると目はあるがあまりあいていないように思える。もしかしたら、目があまり良くないのかもしれない。

住んでいる所は蓋もないが逃げ出さないのは何故なのだろう。
次の授業のときに調べて見ようと思う。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/454/thumbnails/055532_0023_002.jpg" alt="例）【蚕の観察日記】8月5日" title="例）【蚕の観察日記】8月5日" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55532">例）【蚕の観察日記】8月5日</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55532">2023/08/05
今日もいつも通り、蚕は動いていた。
桑の葉をおいてあげるともぞもぞと動き出しおいしそうに葉っぱを食べていた。

蚕の顔をよく見てみると目はあるがあまりあいていないように思える。もしかしたら、目があまり良くないのかもしれない。

住んでいる所は蓋もないが逃げ出さないのは何故なのだろう。
次の授業のときに調べて見ようと思う。</a></td><td class="date">2023-08-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55344">44</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/625/055344.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「岩村田駅」岩村田駅は長野県佐久市岩村田にある、JR東日本小海線の駅である。 
単式ホーム2面2線を持つ地上駅であり、互いのホームは跨線橋で連絡している。以前は駅舎と反対側のホームは島式ホームとなっていた。 
JR東日本によると2021年度の1日平均乗車人員は1,067人である。
駅周辺には岩村田高校、佐久長聖高校、佐久平総合技術高校、浅間中学校と学校が多い。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="岩村田駅" title="岩村田駅" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55344">岩村田駅</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55344">岩村田駅は長野県佐久市岩村田にある、JR東日本小海線の駅である。 
単式ホーム2面2線を持つ地上駅であり、互いのホームは跨線橋で連絡している。以前は駅舎と反対側のホームは島式ホームとなっていた。 
JR東日本によると2021年度の1日平均乗車人員は1,067人である。
駅周辺には岩村田高校、佐久長聖高校、佐久平総合技術高校、浅間中学校と学校が多い。</a></td><td class="date">2023-05-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55335">45</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/625/055335.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「乙女駅」乙女駅は長野県小諸市甲にある、JR東日本小海線の駅である。
ホームには乙女の駅名由来板が設置されている。
無人駅。隣接する乙女湖公園との間には通路がある。
1日平均の乗車人員は以下のようになっている。

2007年度 - 162人
2009年度 - 150人
2010年度 - 154人
2011年度 - 168人

駅周辺には乙女湖公園や小諸東中学校がある。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="乙女駅" title="乙女駅" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55335">乙女駅</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55335">乙女駅は長野県小諸市甲にある、JR東日本小海線の駅である。
ホームには乙女の駅名由来板が設置されている。
無人駅。隣接する乙女湖公園との間には通路がある。
1日平均の乗車人員は以下のようになっている。

2007年度 - 162人
2009年度 - 150人
2010年度 - 154人
2011年度 - 168人

駅周辺には乙女湖公園や小諸東中学校がある。</a></td><td class="date">2023-05-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55290">46</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「日本キャンパックホール図書館（明和町立図書館）」明和町立明和中学校の近くにあります。図書館の外にはベンチがあり、広々としたスペースがあるためゆったりと過ごせます。豊かな自然に恵まれています。近くにグランドがあるため、中学生の部活動に利用されたりします。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="日本キャンパックホール図書館（明和町立図書館）" title="日本キャンパックホール図書館（明和町立図書館）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55290">日本キャンパックホール図書館（明和町立図書館）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55290">明和町立明和中学校の近くにあります。図書館の外にはベンチがあり、広々としたスペースがあるためゆったりと過ごせます。豊かな自然に恵まれています。近くにグランドがあるため、中学生の部活動に利用されたりします。</a></td><td class="date">2023-05-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55288">47</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/387/055288.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「着物の雛形」明治の終わり頃から大正時代にかけて服装の主流は着物を主体とした和服でありました。この当時小学校を始め方々に裁縫教室が開かれており、大勢の女の子たちが学んでいました。
ここに展示してあるものは、信濃裁縫女学校（現長野女子高校）において、生徒たちが実物を作る前に雛形として作ったものです。
およそ80年くらい前の着物類の流行やファッションの一端が知れる格好な資料と言えます"><img src="https://d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/055288.jpg" alt="着物の雛形" title="着物の雛形" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55288">着物の雛形</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55288">明治の終わり頃から大正時代にかけて服装の主流は着物を主体とした和服でありました。この当時小学校を始め方々に裁縫教室が開かれており、大勢の女の子たちが学んでいました。
ここに展示してあるものは、信濃裁縫女学校（現長野女子高校）において、生徒たちが実物を作る前に雛形として作ったものです。
およそ80年くらい前の着物類の流行やファッションの一端が知れる格好な資料と言えます</a></td><td class="date">2023-05-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55265">48</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/420/055265.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「馬力神」母校の小学校の通学路にある石碑。

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

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

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

石碑には「大正十年七月三十日死亡」とあることから、その時代に建てられたものと考えられる。</a></td><td class="date">2023-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54612">49</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/616/054612.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第３回]」【オンデマンド講座】
★DA講座2-3皆さんのデジタルアーカイブ/地域学習企画披露会 182分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/XMVlG4Fgv4g?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

【講座タイムテーブル】
講師：前川道博（長野大学企業情報学部教授）
ゲスト講師：桂木惠さん（上田小県近現代史研究会事務局長）、朝倉久美さん（デジタルアーキビスト）

第３回 2月18日(土) 13:00～16:30 皆さんのデジタルアーカイブ(DA)／地域学習企画披露会

13:00 はじめに、ゲスト講師紹介
13:10 DA／地域学習企画披露会　Part１
（14:20 休憩）
14:30 DA／地域学習企画披露会　Part２
16:20 講評・まとめ
16:30 終了

《披露会の発表者と発表テーマ》敬称略。発表資料は以下に掲載してあります。
①島津千登世／下河辺淳＋戦後国土計画関連資料アーカイヴス
　→<a href=http://www.ued.or.jp/shimokobe/>下河辺淳アーカイヴス</a>
　→<a href=http://www."><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第３回]" title="実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第３回]" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54612">実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第３回]</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54612">【オンデマンド講座】
★DA講座2-3皆さんのデジタルアーカイブ/地域学習企画披露会 182分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/XMVlG4Fgv4g?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

【講座タイムテーブル】
講師：前川道博（長野大学企業情報学部教授）
ゲスト講師：桂木惠さん（上田小県近現代史研究会事務局長）、朝倉久美さん（デジタルアーキビスト）

第３回 2月18日(土) 13:00～16:30 皆さんのデジタルアーカイブ(DA)／地域学習企画披露会

13:00 はじめに、ゲスト講師紹介
13:10 DA／地域学習企画披露会　Part１
（14:20 休憩）
14:30 DA／地域学習企画披露会　Part２
16:20 講評・まとめ
16:30 終了

《披露会の発表者と発表テーマ》敬称略。発表資料は以下に掲載してあります。
①島津千登世／下河辺淳＋戦後国土計画関連資料アーカイヴス
　→<a href=http://www.ued.or.jp/shimokobe/>下河辺淳アーカイヴス</a>
　→<a href=http://www.</a></td><td class="date">2023-02-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54529">50</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/639/054529.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「三吉米熊」三吉米熊は1860年、年長州長府藩士三吉慎蔵の長男として長門国（現在の山口県）豊浦郡長府村に生まれた。三吉米熊は自ら西ケ原蚕病試験場に行って研修するなど、積極的に技術・知識を習得し、その後、本格的に蚕糸業の指導にあたるようになり、県下各地の伝習所・講習所で講師を務めた。また、明治２２年から２４年まで２年間にわたり、フランスなどで視察・研修を行った。当時、蚕業教育の必要性を感じていた小県郡長中島精一は蚕業学校設立を提唱していたが、明治２５年３月の小県郡会で設立案が可決され、小県郡立蚕業学校（現・長野県上田東高等学校）が明治２５年５月に開校しました。外遊から帰国したばかりの三吉は、この蚕業学校に迎えられ、初代校長に就任した。

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

大正１４年に蚕糸教育の功績によって勲三等瑞宝章が授与され</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54523">51</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/625/054523.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小諸町村誌」明治政府が「皇国地誌」を目指して全国町村に編纂させた村誌である。長野県町村誌に収録されており寺、学校、戸数、人数、牛馬、山、川、池、道路、製糸場、気候など多数の項目がある。　人数は男3255人、女3075人　　と現在の半分以下でとても少ないと感じた。


https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/museum_history/03OD0622201000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="小諸町村誌" title="小諸町村誌" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54523">小諸町村誌</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54523">明治政府が「皇国地誌」を目指して全国町村に編纂させた村誌である。長野県町村誌に収録されており寺、学校、戸数、人数、牛馬、山、川、池、道路、製糸場、気候など多数の項目がある。　人数は男3255人、女3075人　　と現在の半分以下でとても少ないと感じた。


https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/museum_history/03OD0622201000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54514">52</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/663/054514.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「大学前駅周辺の聖地（旧宣教師館）」続いては大学前駅周辺のロケ地。長大生御用達の駅ですね(笑)馴染みのある駅だと思うので大学前駅周辺のロケ地は3つのスポットを紹介します。

まずは、「旧宣教師館」で撮影された作品。

・「淀川長治物語 神戸篇 サイナラ」（2000）
・「およう」（2002）
・「東京少女」（2008）
・「マリア様がみてる」（2010）
・「学校をつくろう」（2011）

などがあります。

https://map.umic.jp/loca_map/map.html"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="大学前駅周辺の聖地（旧宣教師館）" title="大学前駅周辺の聖地（旧宣教師館）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54514">大学前駅周辺の聖地（旧宣教師館）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54514">続いては大学前駅周辺のロケ地。長大生御用達の駅ですね(笑)馴染みのある駅だと思うので大学前駅周辺のロケ地は3つのスポットを紹介します。

まずは、「旧宣教師館」で撮影された作品。

・「淀川長治物語 神戸篇 サイナラ」（2000）
・「およう」（2002）
・「東京少女」（2008）
・「マリア様がみてる」（2010）
・「学校をつくろう」（2011）

などがあります。

https://map.umic.jp/loca_map/map.html</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54512">53</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/663/054512.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩田町駅周辺の聖地」塩田駅周辺には、「塩田中学校」があります。頻繁にロケ地として使われている中学校です。在学生が羨ましい…！

塩田中学校では、
・「さよなら、クロ～世界一幸せな犬の物語～」（2003）
・「血と骨」（2004）
・「嫌われ松子の一生」（2006）

などのロケ地となりました。

https://map.umic.jp/loca_map/map.html"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="塩田町駅周辺の聖地" title="塩田町駅周辺の聖地" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54512">塩田町駅周辺の聖地</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54512">塩田駅周辺には、「塩田中学校」があります。頻繁にロケ地として使われている中学校です。在学生が羨ましい…！

塩田中学校では、
・「さよなら、クロ～世界一幸せな犬の物語～」（2003）
・「血と骨」（2004）
・「嫌われ松子の一生」（2006）

などのロケ地となりました。

https://map.umic.jp/loca_map/map.html</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54510">54</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/631/054510.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕糸専門学校」また、明治43年には上田蚕糸専門学校（現・信州大学）が設立された。中等教育期間である小県産業高校と、高等教育機関である上田蚕糸専門学校が上田に作られたことは、上田の養蚕業・蚕糸業の繁栄ぶりが窺える。
現在の信州大学繊維学部は、日本で唯一の繊維学部である。


参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

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


参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

▼この資料は以下から参照できます
ぶ「信州大学繊維学部」
https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=11526
（2023/02/06）</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54504">55</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/631/054504.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小県蚕業学校」現・上田市付近である当時の長野県小県郡では、明治25年に小県蚕業学校(現・上田東高校)が全国に先立てて設立された。蚕業教育の充実化が図られていたため、先ほどの小説が作成された明治29年当時も、小県郡の蚕産業は盛んだったことが推測できる。


参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

▼この資料は以下から参照できます。
ミッチー「小県蚕業学校(『上田市史』下巻1940)」
https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=2303
（2023/02/06閲覧）"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="小県蚕業学校" title="小県蚕業学校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54504">小県蚕業学校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54504">現・上田市付近である当時の長野県小県郡では、明治25年に小県蚕業学校(現・上田東高校)が全国に先立てて設立された。蚕業教育の充実化が図られていたため、先ほどの小説が作成された明治29年当時も、小県郡の蚕産業は盛んだったことが推測できる。


参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

▼この資料は以下から参照できます。
ミッチー「小県蚕業学校(『上田市史』下巻1940)」
https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=2303
（2023/02/06閲覧）</a></td><td class="date">2023-02-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54490">56</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/642/054490.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「島木赤彦」島木赤彦
歌人。
上諏訪町（現諏訪市）生まれ。
本名久保田俊彦。

長野師範卒業後、明治42年に広丘尋常高等小学校長として赴任。在職中に広丘歌会（広丘アララギ短歌会）を開き、中原静子らを育成する。

早くから伊藤左千夫に傾倒し、「馬酔木」（あしび）に参加し、左千夫の死後上京して「アララギ」の編集を担当し、斎藤茂吉・中村憲吉らと写実主義「アララギ」を歌壇の中核に高めた。

歌集に「馬鈴薯（ばれいしょ）の花」等があり、寂寥感（せきりょうかん）の漂う写実的な作風。下諏訪町に赤彦記念館がある。

引用：長野県塩尻市公式ホームページ(https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/64/3836.html)"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="島木赤彦" title="島木赤彦" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54490">島木赤彦</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54490">島木赤彦
歌人。
上諏訪町（現諏訪市）生まれ。
本名久保田俊彦。

長野師範卒業後、明治42年に広丘尋常高等小学校長として赴任。在職中に広丘歌会（広丘アララギ短歌会）を開き、中原静子らを育成する。

早くから伊藤左千夫に傾倒し、「馬酔木」（あしび）に参加し、左千夫の死後上京して「アララギ」の編集を担当し、斎藤茂吉・中村憲吉らと写実主義「アララギ」を歌壇の中核に高めた。

歌集に「馬鈴薯（ばれいしょ）の花」等があり、寂寥感（せきりょうかん）の漂う写実的な作風。下諏訪町に赤彦記念館がある。

引用：長野県塩尻市公式ホームページ(https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/64/3836.html)</a></td><td class="date">2023-02-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54472">57</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/598/054472.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州大学　繊維学部　講堂」中には入っていないが、素敵な講堂を見つけた。
これは、信州大学繊維学部の前身である上田天蚕専門学校の講堂である。この講堂の特徴は、蚕糸のシンボルである桑・繭・蛾が各所に意匠として付けられている点である。口の天井の換気口には繭と蛾、ステージの柱には桑、アーチ の縁飾りには蛾と桑、演台には蛾と繭、脇台には桑が使われている。映画のロケ地としても使われている。

参考文献
「信州シルクロード」より
https://shinshu-silkroad.jp/%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%B9%8A%E7%B6%AD%E5%AD%A6%E9%83%A8%E8%AC%9B%E5%A0%82/"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="信州大学　繊維学部　講堂" title="信州大学　繊維学部　講堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54472">信州大学　繊維学部　講堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54472">中には入っていないが、素敵な講堂を見つけた。
これは、信州大学繊維学部の前身である上田天蚕専門学校の講堂である。この講堂の特徴は、蚕糸のシンボルである桑・繭・蛾が各所に意匠として付けられている点である。口の天井の換気口には繭と蛾、ステージの柱には桑、アーチ の縁飾りには蛾と桑、演台には蛾と繭、脇台には桑が使われている。映画のロケ地としても使われている。

参考文献
「信州シルクロード」より
https://shinshu-silkroad.jp/%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%B9%8A%E7%B6%AD%E5%AD%A6%E9%83%A8%E8%AC%9B%E5%A0%82/</a></td><td class="date">2023-02-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54372">58</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「昆虫体験学習館」佐久平パーキングエリア周辺にある昆虫体験学習館は、私が小学校時代に、社会見学の一環として訪れた場所でもあるのですが、この場所に行くだけで日本の昆虫だけでなく世界の昆虫について、知る事ができ実際に観賞する事が出来ます。そして、見るだけでなく触ることやクラフト体験も出来るため、訪れた後も頭の中に記憶として残りやすく、昔から現代までの多様な昆虫を知れる場所です。

参考文献
http://saku-konchuukan.jp/"><img src="https://d-commons.info/" alt="昆虫体験学習館" title="昆虫体験学習館" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54372">昆虫体験学習館</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54372">佐久平パーキングエリア周辺にある昆虫体験学習館は、私が小学校時代に、社会見学の一環として訪れた場所でもあるのですが、この場所に行くだけで日本の昆虫だけでなく世界の昆虫について、知る事ができ実際に観賞する事が出来ます。そして、見るだけでなく触ることやクラフト体験も出来るため、訪れた後も頭の中に記憶として残りやすく、昔から現代までの多様な昆虫を知れる場所です。

参考文献
http://saku-konchuukan.jp/</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54354">59</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/654/054354.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「飯島保作(花月)(いいじまほさく(かげつ))」飯島保作は、文久３年（１８６３）に飯島家の長男として横町に生まれました。明治６年（１８７３）上田街学校に入学し、明治１０年（１８７７）に上等小学校全科を卒業しました。上田街学校の教員補助の職は、天皇の御巡幸が終わった後退職し、家業（質屋）に従事しました。
　自らが作成した年賦には「家業のかたわら独学」とあります。向学心旺盛な青年で、この向学心が実業家飯島保作を生み、このころから雑誌に狂歌、川柳等々の投稿を始め、後の上田地方の庶民文学のリーダーとしての文学上の資質を開花させたのです。
　保作は、上田商工会議所会頭、第十九銀行の頭取を歴任して生涯を閉じた上田を代表する傑出けっしゅつした実業家でした。明治１５年（１８８２）１０月、上田郵便局に採用され、最初の職業の第一歩を踏み出し、"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="飯島保作(花月)(いいじまほさく(かげつ))" title="飯島保作(花月)(いいじまほさく(かげつ))" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54354">飯島保作(花月)(いいじまほさく(かげつ))</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54354">飯島保作は、文久３年（１８６３）に飯島家の長男として横町に生まれました。明治６年（１８７３）上田街学校に入学し、明治１０年（１８７７）に上等小学校全科を卒業しました。上田街学校の教員補助の職は、天皇の御巡幸が終わった後退職し、家業（質屋）に従事しました。
　自らが作成した年賦には「家業のかたわら独学」とあります。向学心旺盛な青年で、この向学心が実業家飯島保作を生み、このころから雑誌に狂歌、川柳等々の投稿を始め、後の上田地方の庶民文学のリーダーとしての文学上の資質を開花させたのです。
　保作は、上田商工会議所会頭、第十九銀行の頭取を歴任して生涯を閉じた上田を代表する傑出けっしゅつした実業家でした。明治１５年（１８８２）１０月、上田郵便局に採用され、最初の職業の第一歩を踏み出し、</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54348">60</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/654/054348.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「林倭衛 (はやししずえ)」父は、倭衛が小学校在学中に製糸工場経営に失敗し、明治４０年の春、倭衛と弟を実家の小林家にに預けたまま夜逃げ同様に東京へと出てしまいました。実家は上田駅に近い北天神町通りで蚕種用の和紙などを商っていましたが、倭衛は友人たちから離れ孤独にさいなまれましたが、同じ頃に同じ北天神町に移り住んだ馬場衛まさるが、生涯の友となりました。約１年の後にようやく父母の下に引き取られはしたものの、何かにつけて旧士族出身にこだわって失敗を繰り返す父に対して、倭衛は激しく不信を覚え続け、やがて少年の孤独感は次第に不屈な自立心へと成長していくのでした。
　明治４３年には印刷会社の給仕となり月給を得るようになると、近くの水彩画研究所の夜間部に入り、明るく旺盛な好奇心のままに、生涯にわたる美術関係の友人を"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="林倭衛 (はやししずえ)" title="林倭衛 (はやししずえ)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54348">林倭衛 (はやししずえ)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54348">父は、倭衛が小学校在学中に製糸工場経営に失敗し、明治４０年の春、倭衛と弟を実家の小林家にに預けたまま夜逃げ同様に東京へと出てしまいました。実家は上田駅に近い北天神町通りで蚕種用の和紙などを商っていましたが、倭衛は友人たちから離れ孤独にさいなまれましたが、同じ頃に同じ北天神町に移り住んだ馬場衛まさるが、生涯の友となりました。約１年の後にようやく父母の下に引き取られはしたものの、何かにつけて旧士族出身にこだわって失敗を繰り返す父に対して、倭衛は激しく不信を覚え続け、やがて少年の孤独感は次第に不屈な自立心へと成長していくのでした。
　明治４３年には印刷会社の給仕となり月給を得るようになると、近くの水彩画研究所の夜間部に入り、明るく旺盛な好奇心のままに、生涯にわたる美術関係の友人を</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54346">61</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/654/054346.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中村直人 (なかむらなおんど)」大正期中ごろ山本鼎が提唱した「農民美術」と「児童自由画教育」の二つの運動の、発祥の地、神川で少年期を過ごした直人は、リアルタイムに農民美術、児童自由画教育の誕生を直視し、その渦中で小学校時代を過ごしました。
　１５歳の時、山本鼎の世話で上京し、木彫家吉田白嶺の木心社に入門。兄弟子松村外次郎より木彫の手ほどきを受け、小杉法庵にデッサンを習い、自己の彫刻表現の模索が始まりました。大正１４年、直人２１歳で院展初入選、以後連続入選し大正１５年に日本美術院賞を受賞。昭和１０年には院展同人（会員）に推挙され日本の彫刻界の新風として頭角を現し始めました。
　終戦後は、新日本美術会創設に参加し、各種展覧会に出品しました。その後、以前から親交を深めていた画家で彫刻家の藤田嗣治がフランスに渡り、"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="中村直人 (なかむらなおんど)" title="中村直人 (なかむらなおんど)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54346">中村直人 (なかむらなおんど)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54346">大正期中ごろ山本鼎が提唱した「農民美術」と「児童自由画教育」の二つの運動の、発祥の地、神川で少年期を過ごした直人は、リアルタイムに農民美術、児童自由画教育の誕生を直視し、その渦中で小学校時代を過ごしました。
　１５歳の時、山本鼎の世話で上京し、木彫家吉田白嶺の木心社に入門。兄弟子松村外次郎より木彫の手ほどきを受け、小杉法庵にデッサンを習い、自己の彫刻表現の模索が始まりました。大正１４年、直人２１歳で院展初入選、以後連続入選し大正１５年に日本美術院賞を受賞。昭和１０年には院展同人（会員）に推挙され日本の彫刻界の新風として頭角を現し始めました。
　終戦後は、新日本美術会創設に参加し、各種展覧会に出品しました。その後、以前から親交を深めていた画家で彫刻家の藤田嗣治がフランスに渡り、</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54345">62</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/654/054345.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「久米正雄(くめまさお)」久米は、明治２４年上田片平町（大手町）で生まれました。父由太郎は明治２８年小県郡立高等小学校兼上田尋常小学校校長として勤務していましたが、明治３１年、父が校長を務めていた上田尋常高等小学校上田分教場が焼失。その責めを負って父が自刃してしまったため、一家は母の実家福島県安積あさか郡桑野村へ転居し、ここで久米は中学時代を過ごしました。
　この時代に、安積中学校の教頭と国語教師に指導を受け、俳人としての才能を見込まれ、将来を嘱望されるまでになりました。中学校在学中に「笹鳴吟社」を結成、また、学校教員の集まりである「群峰社」にも参加。桑野村を訪れた正岡子規や河東碧梧桐かわひがしへきごとうの影響を受け、新俳句会への道を進み、一高時代には碧門下の日本派俳人として知られるようになりました"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="久米正雄(くめまさお)" title="久米正雄(くめまさお)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54345">久米正雄(くめまさお)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54345">久米は、明治２４年上田片平町（大手町）で生まれました。父由太郎は明治２８年小県郡立高等小学校兼上田尋常小学校校長として勤務していましたが、明治３１年、父が校長を務めていた上田尋常高等小学校上田分教場が焼失。その責めを負って父が自刃してしまったため、一家は母の実家福島県安積あさか郡桑野村へ転居し、ここで久米は中学時代を過ごしました。
　この時代に、安積中学校の教頭と国語教師に指導を受け、俳人としての才能を見込まれ、将来を嘱望されるまでになりました。中学校在学中に「笹鳴吟社」を結成、また、学校教員の集まりである「群峰社」にも参加。桑野村を訪れた正岡子規や河東碧梧桐かわひがしへきごとうの影響を受け、新俳句会への道を進み、一高時代には碧門下の日本派俳人として知られるようになりました</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54333">63</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/257/054333.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小学校だより　運動部」学校だよりの内容はいまの小学生がもらってくるものと同じで保護者向けのものでした。しかし今よりも謙っておりとても丁寧に固い表現な印象をうけました。
運動部の欄では野球部の部分のみを投稿しているがそれぞれの部活動のメンバーがフルネームで掲載されていました。プライバシー面で今は論争が巻き起こりそうですね。

▼この記事は以下から参照できます。
#1260 『西塩田公報』第83号(1954年8月5日)4頁
リンクする場合は以下のようにHTMLで記述する “”は付けないこと
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1261.jpg>
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1261.jpg</a>"><img src="https://d-commons.info/upload/4/257/thumbnails/054333.png" alt="小学校だより　運動部" title="小学校だより　運動部" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54333">小学校だより　運動部</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54333">学校だよりの内容はいまの小学生がもらってくるものと同じで保護者向けのものでした。しかし今よりも謙っておりとても丁寧に固い表現な印象をうけました。
運動部の欄では野球部の部分のみを投稿しているがそれぞれの部活動のメンバーがフルネームで掲載されていました。プライバシー面で今は論争が巻き起こりそうですね。

▼この記事は以下から参照できます。
#1260 『西塩田公報』第83号(1954年8月5日)4頁
リンクする場合は以下のようにHTMLで記述する “”は付けないこと
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1261.jpg>
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1261.jpg</a></a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54330">64</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「まとめ」上田市、特に私の住んでいる神川地区の芸術家について探求してみました。
きっかけとして私は山本鼎が初めて自由画教育行った神川小学校にも通っていて小さい頃が馴染みがありました。また「山本鼎先生の部屋」という教室があり、当時の生徒が描いた作品が保管されていました。私が小学校の時も山本鼎について学んだり、農民美術も飾ってあったりと、とても身近な存在に感じていました。
そこで山本鼎のような芸術家はどのような影響を与えたかを探求してみたいと思いました。
多くの芸術家は農民などにあまり縁のなかった芸術に触れてもらおうと活発な運動をしていて、上田に対する愛を感じました。また芸術の他にも教育や行政にも関わることも行っていて上田市民のために動いた芸術家が多くいることが分かりました。今まで上田で暮"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="まとめ" title="まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54330">まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54330">上田市、特に私の住んでいる神川地区の芸術家について探求してみました。
きっかけとして私は山本鼎が初めて自由画教育行った神川小学校にも通っていて小さい頃が馴染みがありました。また「山本鼎先生の部屋」という教室があり、当時の生徒が描いた作品が保管されていました。私が小学校の時も山本鼎について学んだり、農民美術も飾ってあったりと、とても身近な存在に感じていました。
そこで山本鼎のような芸術家はどのような影響を与えたかを探求してみたいと思いました。
多くの芸術家は農民などにあまり縁のなかった芸術に触れてもらおうと活発な運動をしていて、上田に対する愛を感じました。また芸術の他にも教育や行政にも関わることも行っていて上田市民のために動いた芸術家が多くいることが分かりました。今まで上田で暮</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54325">65</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/550/054325.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中村直人」大正期中ごろ山本鼎が提唱した「農民美術」と「児童自由画教育」の二つの運動の、発祥の地、神川で少年期を過ごした直人は、リアルタイムに農民美術、児童自由画教育の誕生を直視し、その中で小学校時代を過ごしました。
１５歳の時、山本鼎の世話で上京し、木彫家吉田白嶺の木心社に入門。昭和１０年には院展同人（会員）に推挙され日本の彫刻界の新風として頭角を現し始めました。
その後日本で活躍し、47歳でパリに渡りました。昭和28年のパリ展で大成功し、その後何度か個展を開き話題となり、滞欧１２年の間に彫刻家から国際的な画家に見事な変身を遂げました。
昭和３９年日本へ帰国。同年滞欧作展でパリ生活１２年の成果を証明しました。その後二科会に招かれ、昭和５５年には内閣総理大臣賞を受賞しました。帰国後は、様々な分"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="中村直人" title="中村直人" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54325">中村直人</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54325">大正期中ごろ山本鼎が提唱した「農民美術」と「児童自由画教育」の二つの運動の、発祥の地、神川で少年期を過ごした直人は、リアルタイムに農民美術、児童自由画教育の誕生を直視し、その中で小学校時代を過ごしました。
１５歳の時、山本鼎の世話で上京し、木彫家吉田白嶺の木心社に入門。昭和１０年には院展同人（会員）に推挙され日本の彫刻界の新風として頭角を現し始めました。
その後日本で活躍し、47歳でパリに渡りました。昭和28年のパリ展で大成功し、その後何度か個展を開き話題となり、滞欧１２年の間に彫刻家から国際的な画家に見事な変身を遂げました。
昭和３９年日本へ帰国。同年滞欧作展でパリ生活１２年の成果を証明しました。その後二科会に招かれ、昭和５５年には内閣総理大臣賞を受賞しました。帰国後は、様々な分</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54324">66</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/550/054324.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「兎束武雄」上田町大手の銀行家兎束鐘一郎の長男として生まれた武雄は、幼い頃から音楽に特別な興味を示す子どもでした。母親の影響で琴を習っていたそうです。音楽に興味を示していた幼少期ですが、父親からは反対されていたそうです。
上田中学校(現上田高校)を卒業し、東洋音楽学校に入り勉強に励みましたが、東洋音楽大学だけの勉強では満足できず、他の大学でも聴講し、作曲やピアノ、チェロなどを勉強しました。大学を卒業した武雄は、高等学校の教師になることを決意して上田に帰ってきました。武雄は、音楽の楽しさや喜びを多くの人々と分かち合いたいと考え、地域の音楽活動に力を注ぎました。昭和８年、２８歳のとき、梅花幼稚園の同窓生に声をかけ、「からたち合唱団」を創りました。当時、県下で混声合唱団と呼ばれるものはなく、上田"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="兎束武雄" title="兎束武雄" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54324">兎束武雄</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54324">上田町大手の銀行家兎束鐘一郎の長男として生まれた武雄は、幼い頃から音楽に特別な興味を示す子どもでした。母親の影響で琴を習っていたそうです。音楽に興味を示していた幼少期ですが、父親からは反対されていたそうです。
上田中学校(現上田高校)を卒業し、東洋音楽学校に入り勉強に励みましたが、東洋音楽大学だけの勉強では満足できず、他の大学でも聴講し、作曲やピアノ、チェロなどを勉強しました。大学を卒業した武雄は、高等学校の教師になることを決意して上田に帰ってきました。武雄は、音楽の楽しさや喜びを多くの人々と分かち合いたいと考え、地域の音楽活動に力を注ぎました。昭和８年、２８歳のとき、梅花幼稚園の同窓生に声をかけ、「からたち合唱団」を創りました。当時、県下で混声合唱団と呼ばれるものはなく、上田</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54277">67</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/054277.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2022アウトカム」長野大学企業情報学部前川ゼミ／プロジェクト研究2022成果報告

▼前川ゼミ2022成果報告 47分
ゼミメンバーの各自が成果を報告しています。（発表順は以下の順と同じ）
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/77vZBzwnJCI?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

▼前川ゼミ・ポートフォリオ（マイサイト）
【1】川口将太(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/paruparu>企業のソーシャルメディアを用いたメディア戦略</a>
【2】高山大和(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/athleta77>持続的な地域活性化策～大洗モデル～</a>
【3】林 亮太(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/GUNDAM09>「海外視聴者向けの日本国内旅行動画」その特徴と活用方法の調査</a>
【4】中澤愛華(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/aika0117>神川小学校における地域学習支援</a>
【5】春原百々羽(2年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/EDENS99>蚕について地元の人が学ぶ理"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/054277.jpg" alt="プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2022アウトカム" title="プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2022アウトカム" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54277">プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2022アウトカム</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54277">長野大学企業情報学部前川ゼミ／プロジェクト研究2022成果報告

▼前川ゼミ2022成果報告 47分
ゼミメンバーの各自が成果を報告しています。（発表順は以下の順と同じ）
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/77vZBzwnJCI?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

▼前川ゼミ・ポートフォリオ（マイサイト）
【1】川口将太(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/paruparu>企業のソーシャルメディアを用いたメディア戦略</a>
【2】高山大和(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/athleta77>持続的な地域活性化策～大洗モデル～</a>
【3】林 亮太(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/GUNDAM09>「海外視聴者向けの日本国内旅行動画」その特徴と活用方法の調査</a>
【4】中澤愛華(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/aika0117>神川小学校における地域学習支援</a>
【5】春原百々羽(2年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/EDENS99>蚕について地元の人が学ぶ理</a></td><td class="date">2023-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54236">68</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/51/054236.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「神川小学校の地域学習支援　まとめ」今年度「神川小学校の地域学習支援」というテーマで行ってきたプロジェクト研究の振り返りとまとめです。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="神川小学校の地域学習支援　まとめ" title="神川小学校の地域学習支援　まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54236">神川小学校の地域学習支援　まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54236">今年度「神川小学校の地域学習支援」というテーマで行ってきたプロジェクト研究の振り返りとまとめです。</a></td><td class="date">2023-01-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54213">69</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/487/054213.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「皆勤賞（1928）」1928年の西塩田村の学校における、皆勤賞に関する記事である。この記事を見て、当時から学校を休まないことを表彰する文化があることが分かった。また、25％もの生徒が1年間皆勤賞というところを見て、現在よりもはるかに高い数値に驚いた。おそらく当時は、今よりも学校を休んではならないという風潮が強かったのであろう。もしくは、外で遊ぶことが多かったから体が強かったのだろうか。

＃234　「西塩田時報」第54号（1928年5月1日）2頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns04_041to060.pdf"><img src="https://d-commons.info/upload/4/487/thumbnails/054213.png" alt="皆勤賞（1928）" title="皆勤賞（1928）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54213">皆勤賞（1928）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54213">1928年の西塩田村の学校における、皆勤賞に関する記事である。この記事を見て、当時から学校を休まないことを表彰する文化があることが分かった。また、25％もの生徒が1年間皆勤賞というところを見て、現在よりもはるかに高い数値に驚いた。おそらく当時は、今よりも学校を休んではならないという風潮が強かったのであろう。もしくは、外で遊ぶことが多かったから体が強かったのだろうか。

＃234　「西塩田時報」第54号（1928年5月1日）2頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns04_041to060.pdf</a></td><td class="date">2023-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54208">70</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/487/054208.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「防空講習（1937）」1937年7月7日に当時の上田中学校で、防空に関する講演があったと書いてある。防空とは敵の空中からの攻撃から身を守ることである。1937年7月７日は日中戦争が開戦した日であり、当時の学校にも戦争に対する緊迫感が漂っていたことが予測される。

＃738　「西塩田時報」第165号（1937年8月1日）2頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns10_161to180.pdf"><img src="https://d-commons.info/upload/4/487/thumbnails/054208.png" alt="防空講習（1937）" title="防空講習（1937）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54208">防空講習（1937）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54208">1937年7月7日に当時の上田中学校で、防空に関する講演があったと書いてある。防空とは敵の空中からの攻撃から身を守ることである。1937年7月７日は日中戦争が開戦した日であり、当時の学校にも戦争に対する緊迫感が漂っていたことが予測される。

＃738　「西塩田時報」第165号（1937年8月1日）2頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns10_161to180.pdf</a></td><td class="date">2023-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54206">71</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「はじめに」私は、大正・昭和初期における教育の特色について調べていきたいと思う。西塩田時報の学校行事などについて書かれた記事を参照して、当時どのような教育が行われていたのかを解き明かしていく。また、当時、軍国主義となっていった日本だが、教育にはどのような影響が及ぼされたのかなども詳しく見ていきたい。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="はじめに" title="はじめに" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54206">はじめに</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54206">私は、大正・昭和初期における教育の特色について調べていきたいと思う。西塩田時報の学校行事などについて書かれた記事を参照して、当時どのような教育が行われていたのかを解き明かしていく。また、当時、軍国主義となっていった日本だが、教育にはどのような影響が及ぼされたのかなども詳しく見ていきたい。</a></td><td class="date">2023-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54159">72</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/637/054159.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「吉田東伍について」越後の農民として生まれた吉田東伍は、郷土の大地こそが日本の風土の一部であり、日本を正しく理解するためには、風土を組み立てている郷土についてしっかり見なければならないと考えていた。13年という長い時間をかけて編纂した、大日本地名辞書は人間の活動地帯である「土地」と刻まれた歴史の語り部としての「地名」を大切にすることを教えた。我が国全土の「郷土の未来」を見据えるための学問であると言える。

彼は教育をほとんど独学で行い、図書館に保管されている書籍や学術論文を主な教材としていた。その知識を活かして小学校教諭になった経歴がある。

彼の地理学の研究から、彼は小さな町の目立たない郷土や風土は決して意味のない産物ではなく、日本という国を作る一つの要素として働きかけているのだと伝えているのだと"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="吉田東伍について" title="吉田東伍について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54159">吉田東伍について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54159">越後の農民として生まれた吉田東伍は、郷土の大地こそが日本の風土の一部であり、日本を正しく理解するためには、風土を組み立てている郷土についてしっかり見なければならないと考えていた。13年という長い時間をかけて編纂した、大日本地名辞書は人間の活動地帯である「土地」と刻まれた歴史の語り部としての「地名」を大切にすることを教えた。我が国全土の「郷土の未来」を見据えるための学問であると言える。

彼は教育をほとんど独学で行い、図書館に保管されている書籍や学術論文を主な教材としていた。その知識を活かして小学校教諭になった経歴がある。

彼の地理学の研究から、彼は小さな町の目立たない郷土や風土は決して意味のない産物ではなく、日本という国を作る一つの要素として働きかけているのだと伝えているのだと</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54155">73</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/654/054155.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「兎束武雄(うづかたけお)」上田町大手の銀行家兎束鐘一郎の長男として生まれた武雄は、幼い頃から音楽に特別な興味を示す子どもでした。しかし、父親は音楽は男のするものではないと考え、武雄の音楽に対する熱意を快く思っては居ませんでした。母親は、音楽を好み自ら琴を弾いたり、４人の姉妹たちにも琴を習わせていました。
　上田中学校（現上田高校）を卒業した武雄が、音楽の道に進みたいと父親に相談しましたが猛反対を受けましたが、母親の協力と武雄の熱意に最後には承諾しました。
　武雄は上京し、東洋音楽学校に入り勉強に励みましたが、東洋音楽大学だけの勉強では満足できず、他の大学でも聴講し、作曲やピアノ、チェロなどを勉強しました。大学を卒業した武雄は、高等学校の教師になることを決意して上田に帰ってきました。
　上田に戻った武雄"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="兎束武雄(うづかたけお)" title="兎束武雄(うづかたけお)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54155">兎束武雄(うづかたけお)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54155">上田町大手の銀行家兎束鐘一郎の長男として生まれた武雄は、幼い頃から音楽に特別な興味を示す子どもでした。しかし、父親は音楽は男のするものではないと考え、武雄の音楽に対する熱意を快く思っては居ませんでした。母親は、音楽を好み自ら琴を弾いたり、４人の姉妹たちにも琴を習わせていました。
　上田中学校（現上田高校）を卒業した武雄が、音楽の道に進みたいと父親に相談しましたが猛反対を受けましたが、母親の協力と武雄の熱意に最後には承諾しました。
　武雄は上京し、東洋音楽学校に入り勉強に励みましたが、東洋音楽大学だけの勉強では満足できず、他の大学でも聴講し、作曲やピアノ、チェロなどを勉強しました。大学を卒業した武雄は、高等学校の教師になることを決意して上田に帰ってきました。
　上田に戻った武雄</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54132">74</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/550/054132.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「金井正について」金井正は、明治１９年神川村国分に、金井家の三男として生まれました。県立長野中学校（現上田高等学校）に入学。家庭の事情から家督を継ぎ、父が局長を務める国分郵便局の事務員として勤務しました。その一方で哲学者西田幾多郎の存在を知り、哲学に関心を高め、神川読書会を企画したり同人雑誌の創刊し、社会主義による啓蒙を図りました。山本鼎がヨーロッパ留学から戻り、訪ね、児童自由画教育と農民美術運動に感銘を受け、協力を約束し、鼎による講演会「児童自由画の奨励について」を企画。続いて「第１回児童自由画展」を開催し、予想以上の成功を収めました。
　農民美術運動については、鼎と連名で日本農民美術建業の趣意書を作成して、神川村の人々に働きかけました。大正８年に第１回農民美術練習所を神川小学校で開設し、"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="金井正について" title="金井正について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54132">金井正について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54132">金井正は、明治１９年神川村国分に、金井家の三男として生まれました。県立長野中学校（現上田高等学校）に入学。家庭の事情から家督を継ぎ、父が局長を務める国分郵便局の事務員として勤務しました。その一方で哲学者西田幾多郎の存在を知り、哲学に関心を高め、神川読書会を企画したり同人雑誌の創刊し、社会主義による啓蒙を図りました。山本鼎がヨーロッパ留学から戻り、訪ね、児童自由画教育と農民美術運動に感銘を受け、協力を約束し、鼎による講演会「児童自由画の奨励について」を企画。続いて「第１回児童自由画展」を開催し、予想以上の成功を収めました。
　農民美術運動については、鼎と連名で日本農民美術建業の趣意書を作成して、神川村の人々に働きかけました。大正８年に第１回農民美術練習所を神川小学校で開設し、</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54131">75</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/51/054131.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「最終発表～神川小学校の地域学習支援～」今年度「神川小学校の地域学習支援」というテーマで活動を進めてきました。前期から夏休みにかけて何度も校長先生や担任の先生方とミーティングを重ね、地域学習の授業案を考えるところから学校に提案、そして後期には実際に授業を行う機会をいただき全3回の授業をやらせていただきました。タブレット端末を活用した授業、そして児童自由画教育を取り入れた授業を行ったことで、地域をフィールドにした児童の主体的な学びの支援ができたので良かったと思います。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="最終発表～神川小学校の地域学習支援～" title="最終発表～神川小学校の地域学習支援～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54131">最終発表～神川小学校の地域学習支援～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54131">今年度「神川小学校の地域学習支援」というテーマで活動を進めてきました。前期から夏休みにかけて何度も校長先生や担任の先生方とミーティングを重ね、地域学習の授業案を考えるところから学校に提案、そして後期には実際に授業を行う機会をいただき全3回の授業をやらせていただきました。タブレット端末を活用した授業、そして児童自由画教育を取り入れた授業を行ったことで、地域をフィールドにした児童の主体的な学びの支援ができたので良かったと思います。</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54129">76</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/550/054129.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「農民美術運動を促進した人物」版画家・山本鼎は、明治１５年愛知県岡崎市で生まれましたが、父親が小県郡神川村大屋(現在の上田市大屋)に大屋医院を開業したため、鼎は上田との由縁がありました。
鼎は版画家としてだけでなく、画家としてもその名を残しました。明治３５年、２０歳で東京美術学校へ入学し、「湖畔」で有名な黒田清輝に油絵を学びました。大正元年にはフランスに渡り、その間に描いた作品はどれも好評を博しました。
帰国後、児童画とその指導方法の改革を目指した運動を起こします。鼎は絵を描く技術、方法が重要ではなく、自分の目で見て、感じたとったものを描くことが、児童の発達に大切などだと説きました。その後大正8年4月には神川小学校で第一回児童自由画展覧会を開催し、自由画教育は全国各地に広がりました。
一方、大正8年11月には神川村"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="農民美術運動を促進した人物" title="農民美術運動を促進した人物" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54129">農民美術運動を促進した人物</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54129">版画家・山本鼎は、明治１５年愛知県岡崎市で生まれましたが、父親が小県郡神川村大屋(現在の上田市大屋)に大屋医院を開業したため、鼎は上田との由縁がありました。
鼎は版画家としてだけでなく、画家としてもその名を残しました。明治３５年、２０歳で東京美術学校へ入学し、「湖畔」で有名な黒田清輝に油絵を学びました。大正元年にはフランスに渡り、その間に描いた作品はどれも好評を博しました。
帰国後、児童画とその指導方法の改革を目指した運動を起こします。鼎は絵を描く技術、方法が重要ではなく、自分の目で見て、感じたとったものを描くことが、児童の発達に大切などだと説きました。その後大正8年4月には神川小学校で第一回児童自由画展覧会を開催し、自由画教育は全国各地に広がりました。
一方、大正8年11月には神川村</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54121">77</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西部地域デジタルマップ出前講座と塩尻小学校学習支援の振り返り」西部地域デジタルマップ出前講座と塩尻小学校学習学習支援を実施してみての結果や課題などをまとめてあります。"><img src="https://d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="西部地域デジタルマップ出前講座と塩尻小学校学習支援の振り返り" title="西部地域デジタルマップ出前講座と塩尻小学校学習支援の振り返り" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54121">西部地域デジタルマップ出前講座と塩尻小学校学習支援の振り返り</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54121">西部地域デジタルマップ出前講座と塩尻小学校学習学習支援を実施してみての結果や課題などをまとめてあります。</a></td><td class="date">2023-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54029">78</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/426/054029.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「プロジェクト研究実践報告(菅平中の総合学習について)」　研究テーマ：菅平中の総合学習の支援について
1.その研究テーマを選んだ理由
　私自身人と関わることが好きであり、子ども達と触れ合うことも好きなのでこのテーマが合っていると思っていたため。また今までにやっていない取り組みをしたかったという点も合致しているため。

2.課題提起(そこにある社会の課題)
　学校での授業というと近年では新型コロナウイルスによってオンラインの授業も増えてきたが、まだまだ対面との授業と比べてしまうと満足度に欠ける点が多い。そしてマイサイトを使う点では人に自分の思っていることをしっかり伝えにくい点が挙げられる。

3.実践計画と実施内容
　計画としては菅平まなびあい広場というサイトを使用し、週間報告をまとめてもらうという方向で計画し、実際にその計画通り実施した。また困"><img src="https://d-commons.info/upload/4/426/thumbnails/054029.png" alt="プロジェクト研究実践報告(菅平中の総合学習について)" title="プロジェクト研究実践報告(菅平中の総合学習について)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54029">プロジェクト研究実践報告(菅平中の総合学習について)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54029">　研究テーマ：菅平中の総合学習の支援について
1.その研究テーマを選んだ理由
　私自身人と関わることが好きであり、子ども達と触れ合うことも好きなのでこのテーマが合っていると思っていたため。また今までにやっていない取り組みをしたかったという点も合致しているため。

2.課題提起(そこにある社会の課題)
　学校での授業というと近年では新型コロナウイルスによってオンラインの授業も増えてきたが、まだまだ対面との授業と比べてしまうと満足度に欠ける点が多い。そしてマイサイトを使う点では人に自分の思っていることをしっかり伝えにくい点が挙げられる。

3.実践計画と実施内容
　計画としては菅平まなびあい広場というサイトを使用し、週間報告をまとめてもらうという方向で計画し、実際にその計画通り実施した。また困</a></td><td class="date">2023-01-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42652">79</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「1/12日　調査まとめ」上田と「山本鼎」
自由画運動
山本鼎（やまもと　かなえ）は愛知県岡崎市出身の画家であると共に、上田を拠点に「自由画運動」「農民美術運動」の先駆けとなった人物である。愛知県出身の山本であるが、父親が小県郡神川村大屋（現在の上田市大屋）に病院を開業したことをきっかけに上田と縁を持つこととなる。1912年にフランスに5年間の留学へ向かった山本は、日本に帰国後、児童画の改革を目指した運動を起こした。山本の言葉に「自分が直接感じたものが尊い」というものがあるが、当時の児童画の指導方法は「お手本の模写」が主流であった。山本はこれに対し、絵の技術や方法が重要なのではなく、自分の目で見た物、感じた物を描くことが児童の発達にとって大切であると説き、1919年に神川小学校で第一回児童自由画展覧会が開催され、"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="1/12日　調査まとめ" title="1/12日　調査まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42652">1/12日　調査まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42652">上田と「山本鼎」
自由画運動
山本鼎（やまもと　かなえ）は愛知県岡崎市出身の画家であると共に、上田を拠点に「自由画運動」「農民美術運動」の先駆けとなった人物である。愛知県出身の山本であるが、父親が小県郡神川村大屋（現在の上田市大屋）に病院を開業したことをきっかけに上田と縁を持つこととなる。1912年にフランスに5年間の留学へ向かった山本は、日本に帰国後、児童画の改革を目指した運動を起こした。山本の言葉に「自分が直接感じたものが尊い」というものがあるが、当時の児童画の指導方法は「お手本の模写」が主流であった。山本はこれに対し、絵の技術や方法が重要なのではなく、自分の目で見た物、感じた物を描くことが児童の発達にとって大切であると説き、1919年に神川小学校で第一回児童自由画展覧会が開催され、</a></td><td class="date">2023-01-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42505">80</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/416/042505.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「女の多い話(『西塩田時報』第7号(大正13年7月1日)4頁)」【女の多い話】
小学校において、男児よりも女児の方が多いとする統計データについて、「飛鳥生」なる人物が私見を述べるという項目。一般に男性と女性の人口比は105:100と言われている。飛鳥は先述の統計を「面白い研究材料」と述べていたが、私も甚だそう思う。飛鳥はこれについて、女性の労働が少ないことが原因であると冗談交じりに述べていた。

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

【雑草】
「名のある人によって成し遂げられた事ばかりが尊い事ではない」という書き出しが目を引いた。功績をあげた人がどんなに名のある人かよりも、功績そのものがいかに素晴らしいかを評価すべきであるというのは、私の人生観に一致する。価値観というのは時代と共に変わっていくものと思っていたが、共にする場合もあるものだと感じた。</a></td><td class="date">2022-12-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42470">81</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/105/042470.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「体力検査成績発表！！（『西塩田時報』第187号（1925年6月１日）1頁）」学校のカリキュラム上の新体力テストのようなものだと思いましたが、地域の青年団員の成績結果でした。一番上に百米（100m）の結果が広報されているのですが、12秒台の方が先頭にいらっしゃいます。現在においてもかなりの記録です。靴や走り方を学べばもっと良い記録を狙えると思います。


▼この記事は以下から参照できます。
#364 #364 『西塩田時報』第187号(1925年6月1日)1頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns11_181to204.pdf"><img src="https://d-commons.info/upload/4/105/thumbnails/042470.jpg" alt="体力検査成績発表！！（『西塩田時報』第187号（1925年6月１日）1頁）" title="体力検査成績発表！！（『西塩田時報』第187号（1925年6月１日）1頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42470">体力検査成績発表！！（『西塩田時報』第187号（1925年6月１日）1頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42470">学校のカリキュラム上の新体力テストのようなものだと思いましたが、地域の青年団員の成績結果でした。一番上に百米（100m）の結果が広報されているのですが、12秒台の方が先頭にいらっしゃいます。現在においてもかなりの記録です。靴や走り方を学べばもっと良い記録を狙えると思います。


▼この記事は以下から参照できます。
#364 #364 『西塩田時報』第187号(1925年6月1日)1頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns11_181to204.pdf</a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42445">82</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/629/042445.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「子供の主食」記事にて、昭和28年頃子供のパン食が増えている状況やそこから懸念される栄養面の解説、また、当時のパンの値段等が記されています。
学校給食でもパンが多く取り扱われる昨今、パンが主流でなかった昔の記事を見返してみると、当時のパンへの認識等も感じ取れて面白いです。

この記事は以下より参照出来ます
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns17_post061to080.pdf"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="子供の主食" title="子供の主食" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42445">子供の主食</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42445">記事にて、昭和28年頃子供のパン食が増えている状況やそこから懸念される栄養面の解説、また、当時のパンの値段等が記されています。
学校給食でもパンが多く取り扱われる昨今、パンが主流でなかった昔の記事を見返してみると、当時のパンへの認識等も感じ取れて面白いです。

この記事は以下より参照出来ます
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns17_post061to080.pdf</a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42444">83</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/482/042444.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小学校だより　 『西塩田時報』第19号(1925年6月1日)3頁」当時の西塩田小学校生徒の身体測定の結果が載せられた記事。「身体測定の結果が公にされる」こと事態が現代では考えられないことですが、結果についての講評から軍隊としての戦力をほのめかす様な印象を受け、時代の違いを感じられる記事でした。

▼この記事は以下から参照できます
#85 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0085.jpg>『西塩田時報』第19号(1925年6月1日)3頁</a>"><img src="https://d-commons.info/upload/4/482/thumbnails/042444.jpg" alt="小学校だより　 『西塩田時報』第19号(1925年6月1日)3頁" title="小学校だより　 『西塩田時報』第19号(1925年6月1日)3頁" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42444">小学校だより　 『西塩田時報』第19号(1925年6月1日)3頁</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42444">当時の西塩田小学校生徒の身体測定の結果が載せられた記事。「身体測定の結果が公にされる」こと事態が現代では考えられないことですが、結果についての講評から軍隊としての戦力をほのめかす様な印象を受け、時代の違いを感じられる記事でした。

▼この記事は以下から参照できます
#85 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0085.jpg>『西塩田時報』第19号(1925年6月1日)3頁</a></a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42413">84</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/640/042413.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学校だより」学校生徒の身長体重について、全国と比較したデータなどが載っている。

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

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

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

▼この記事は以下から参照できます。
西塩田時報　第一号（大正12年7月1日発行　3ページ）</a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42406">85</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/635/042406.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「少女の作文」小学生らしい文章だが情景描写がとても素晴らしいと感じた。
赤ちゃんが生まれたことによる姉弟のそわそわが伝わってきた。"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="少女の作文" title="少女の作文" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42406">少女の作文</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42406">小学生らしい文章だが情景描写がとても素晴らしいと感じた。
赤ちゃんが生まれたことによる姉弟のそわそわが伝わってきた。</a></td><td class="date">2022-12-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=30967">86</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/620/030967.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「幼女児おかっぱすすめ（『西塩田時報』第８４号（１９３０年１１月１日）２頁）」学校便りのようなものに、運動するときや勉強するときに邪魔にならないために髪型をおかっぱにすることを進めている記事がありました。
昔の女の子はおかっぱのイメージがありますが、こんな理由でおかっぱの子が多かったのかなと思いました。

▼この記事は以下から参照できます。
#364 #364 『西塩田時報』第84号(1930年11月1日)2頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0364.jpg"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="幼女児おかっぱすすめ（『西塩田時報』第８４号（１９３０年１１月１日）２頁）" title="幼女児おかっぱすすめ（『西塩田時報』第８４号（１９３０年１１月１日）２頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=30967">幼女児おかっぱすすめ（『西塩田時報』第８４号（１９３０年１１月１日）２頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=30967">学校便りのようなものに、運動するときや勉強するときに邪魔にならないために髪型をおかっぱにすることを進めている記事がありました。
昔の女の子はおかっぱのイメージがありますが、こんな理由でおかっぱの子が多かったのかなと思いました。

▼この記事は以下から参照できます。
#364 #364 『西塩田時報』第84号(1930年11月1日)2頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0364.jpg</a></td><td class="date">2022-12-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=18942">87</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「課題発見ゼミ　12月15日　まとめ」12月15日分　調査まとめ　　
開国後の日本による生糸輸出と上田の関わりについて
上田藩主・松平忠固と生糸輸出
鎖国を解き、開国を果たした日本が世界に進出する際に大きな武器となった生糸の輸出。それに多大な貢献をした人物が松平忠固である。六代目上田藩主、幕府の老中も務めた松平忠固は、日本開国のきっかけとなった日米和親条約の締結に関わりがあった。この開国をきっかけとして、忠固は上田藩の特産品を諸外国に売ることで利益を上げようとしていた。
その中で注目されたのが上田の「生糸」である。雨が少なく乾燥した地域である上田は江戸時代ごろから蚕種業が始まっており、のちに蚕種業の発展に大きな貢献をした「藤本善右衛門」の家系が先駆けだと言われている。忠固は生糸の輸出を行うことを決め、生糸輸出による利益"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="課題発見ゼミ　12月15日　まとめ" title="課題発見ゼミ　12月15日　まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=18942">課題発見ゼミ　12月15日　まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=18942">12月15日分　調査まとめ　　
開国後の日本による生糸輸出と上田の関わりについて
上田藩主・松平忠固と生糸輸出
鎖国を解き、開国を果たした日本が世界に進出する際に大きな武器となった生糸の輸出。それに多大な貢献をした人物が松平忠固である。六代目上田藩主、幕府の老中も務めた松平忠固は、日本開国のきっかけとなった日米和親条約の締結に関わりがあった。この開国をきっかけとして、忠固は上田藩の特産品を諸外国に売ることで利益を上げようとしていた。
その中で注目されたのが上田の「生糸」である。雨が少なく乾燥した地域である上田は江戸時代ごろから蚕種業が始まっており、のちに蚕種業の発展に大きな貢献をした「藤本善右衛門」の家系が先駆けだと言われている。忠固は生糸の輸出を行うことを決め、生糸輸出による利益</a></td><td class="date">2022-12-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=18918">88</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/018918.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「地域学習に活かす校内資料のデジタル化(2022)」研究発表「地域学習に活かす校内資料のデジタル化：デジタルコモンズによる DX 時代の地域学習環境づくり」
(2022/11/12 デジタルアーカイブ学会第7回研究大会)

【発表概要】
全国の学校でGIGAスクールが実施されながら、学校で地域学習を計画しようとすると、地域を知る情報源がネット上には極めて少ないことが直ちに顕在化する。特に学校区の情報源は殆どの地域においても存在しないと言って過言ではない。さらには地域資料があっても、教員の経験不足等の理由によりその活用が図りにくい課題がある。

以上の課題を解決するため、これからの学校教育に求められる児童生徒の主体的で探求的な学びを包摂的に支援できる分散型デジタルコモンズサービスd-commons.netを用いた「d-commonsメソッド」により、校内資料のデジタルアーカイブ構築に取り"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/018918.jpg" alt="地域学習に活かす校内資料のデジタル化(2022)" title="地域学習に活かす校内資料のデジタル化(2022)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=18918">地域学習に活かす校内資料のデジタル化(2022)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=18918">研究発表「地域学習に活かす校内資料のデジタル化：デジタルコモンズによる DX 時代の地域学習環境づくり」
(2022/11/12 デジタルアーカイブ学会第7回研究大会)

【発表概要】
全国の学校でGIGAスクールが実施されながら、学校で地域学習を計画しようとすると、地域を知る情報源がネット上には極めて少ないことが直ちに顕在化する。特に学校区の情報源は殆どの地域においても存在しないと言って過言ではない。さらには地域資料があっても、教員の経験不足等の理由によりその活用が図りにくい課題がある。

以上の課題を解決するため、これからの学校教育に求められる児童生徒の主体的で探求的な学びを包摂的に支援できる分散型デジタルコモンズサービスd-commons.netを用いた「d-commonsメソッド」により、校内資料のデジタルアーカイブ構築に取り</a></td><td class="date">2022-12-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11754">89</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/48/011754.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩尻小学校学習支援の様子②」11月25日(金)に実施した塩尻小学校3年生の学習支援の様子です。今回は地域探検の写真を「塩尻小まなびサイト」に投稿しようという内容で実施しました。3年生の児童は8日(金)に秋和の地域探検を行ったのですが、chromebookが外で使えず、児童自身は写真が撮れなかったということで、今回は地元の方が撮影してくださった写真を使って投稿してもらいました。

グループごとに地域探検を行ったということで、そのグループごとに探検した場所の写真を投稿してもらったのですが、1人に任せっきりにするのではなく、グループ全員で文章などを考えている姿がとても印象的でした。途中で投稿のページが消えてしまい１からやり直すことになってしまったグループもありましたが、何とか1グループ1件投稿することができたので良かったです。

私自身も児"><img src="https://d-commons.info/upload/4/48/thumbnails/011754.jpg" alt="塩尻小学校学習支援の様子②" title="塩尻小学校学習支援の様子②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11754">塩尻小学校学習支援の様子②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11754">11月25日(金)に実施した塩尻小学校3年生の学習支援の様子です。今回は地域探検の写真を「塩尻小まなびサイト」に投稿しようという内容で実施しました。3年生の児童は8日(金)に秋和の地域探検を行ったのですが、chromebookが外で使えず、児童自身は写真が撮れなかったということで、今回は地元の方が撮影してくださった写真を使って投稿してもらいました。

グループごとに地域探検を行ったということで、そのグループごとに探検した場所の写真を投稿してもらったのですが、1人に任せっきりにするのではなく、グループ全員で文章などを考えている姿がとても印象的でした。途中で投稿のページが消えてしまい１からやり直すことになってしまったグループもありましたが、何とか1グループ1件投稿することができたので良かったです。

私自身も児</a></td><td class="date">2022-12-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11715">90</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/484/011715.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「現代にも伝わる養蚕」上田市の小学校では、３・４年時に蚕を育てる学校が数多くあります。塩川小学校では、８月に上田市常田にある「上田蚕種」から蚕種を譲り受け、９月下旬頃に繭になるまで育てます。小学校生活の思い出として強烈に残る学年行事です。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/484/thumbnails/011715.jpg" alt="現代にも伝わる養蚕" title="現代にも伝わる養蚕" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11715">現代にも伝わる養蚕</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11715">上田市の小学校では、３・４年時に蚕を育てる学校が数多くあります。塩川小学校では、８月に上田市常田にある「上田蚕種」から蚕種を譲り受け、９月下旬頃に繭になるまで育てます。小学校生活の思い出として強烈に残る学年行事です。</a></td><td class="date">2023-01-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11701">91</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/590/011701.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田東高校」この高校は長野県で2番目に古い歴史をもつ学校であり、小県蚕業学校として創立された学校です。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田東高校" title="上田東高校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11701">上田東高校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11701">この高校は長野県で2番目に古い歴史をもつ学校であり、小県蚕業学校として創立された学校です。</a></td><td class="date">2022-12-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11656">92</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/454/011656.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「野口健」私が登山を始めたきっかけである野口健さんをご紹介。私は佐賀県の講演会に行ったことがきっかけで野口健さんを知った。当時、私は小学校２年生(7歳)。兄に連れられ、講演会に行った。なんか、おじさんが喋ってるな〜と思っていたが、一枚の写真に目を奪われた。

その写真がエベレストでの写真。

ネットで『野口健、エベレスト』と検索すると出てくるその写真が今でも忘れられない。

真っ白な雪と輝く太陽。寒そうなのになんだか暑そう。そんな写真。
エベレストでは無臭。昼は雪を被りたくなるほど暑く、夜は指が凍りそうなほど寒い。そんな話をされていた。常に死と隣り合わせ。昨日まで仲良く話していた韓国人が次の日には亡くなったという知らせを受けることも。
話していること全てが異世界。興味を惹かれないわけがない。
"><img src="https://d-commons.info/upload/4/454/thumbnails/011656.jpg" alt="野口健" title="野口健" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11656">野口健</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11656">私が登山を始めたきっかけである野口健さんをご紹介。私は佐賀県の講演会に行ったことがきっかけで野口健さんを知った。当時、私は小学校２年生(7歳)。兄に連れられ、講演会に行った。なんか、おじさんが喋ってるな〜と思っていたが、一枚の写真に目を奪われた。

その写真がエベレストでの写真。

ネットで『野口健、エベレスト』と検索すると出てくるその写真が今でも忘れられない。

真っ白な雪と輝く太陽。寒そうなのになんだか暑そう。そんな写真。
エベレストでは無臭。昼は雪を被りたくなるほど暑く、夜は指が凍りそうなほど寒い。そんな話をされていた。常に死と隣り合わせ。昨日まで仲良く話していた韓国人が次の日には亡くなったという知らせを受けることも。
話していること全てが異世界。興味を惹かれないわけがない。
</a></td><td class="date">2022-12-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11619">93</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/593/011619.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田染谷高校」上田染谷高校は普通科と国際化で教育目標が違う。普通科は「向学の気風あふれる活気に満ちた学校づくりを通して、学力・情操・身体の調和ある発達を図り、将来の地域社会を担い、国際社会の平和と発展に寄与できる人間を育成する。」に対し、国際化は「自国の言語・歴史・文化への理解を深め、国際交流などの活動を通じ、社会の様々な事象に対する探究的な学びの姿勢を育み、豊かな国際感覚を持ち将来にわたり地域社会及び国際社会に貢献できる人材を育成する、語学力を高めるとともに、国際社会の諸問題に対応する思考力、情報を的確に発信するためのプレゼンテーション能力、実践的なコミュニケーション能力を養い、新たな社会を創造する力を育む。」とだいぶ違っている。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田染谷高校" title="上田染谷高校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11619">上田染谷高校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11619">上田染谷高校は普通科と国際化で教育目標が違う。普通科は「向学の気風あふれる活気に満ちた学校づくりを通して、学力・情操・身体の調和ある発達を図り、将来の地域社会を担い、国際社会の平和と発展に寄与できる人間を育成する。」に対し、国際化は「自国の言語・歴史・文化への理解を深め、国際交流などの活動を通じ、社会の様々な事象に対する探究的な学びの姿勢を育み、豊かな国際感覚を持ち将来にわたり地域社会及び国際社会に貢献できる人材を育成する、語学力を高めるとともに、国際社会の諸問題に対応する思考力、情報を的確に発信するためのプレゼンテーション能力、実践的なコミュニケーション能力を養い、新たな社会を創造する力を育む。」とだいぶ違っている。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11615">94</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/572/011615.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「振り返って」これまで上塩尻と桑折町における養蚕業について説明してきました。上塩尻では養蚕に関する情報がいくつも残されていましたが、桑折町には残されている遺産はほとんどなく、情報や文献が少ないように感じました。現地に赴くことでしか分からないこともあるので、帰省した際にはじっくり散策を行い、再確認したいと思います。

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

小学校中学年の頃に理科の授業の一環として蚕を飼育していたことや祖父母の家でも養蚕が営まれていたという話から「養蚕」というテーマには馴染みがありました。しかし、私自身地元のことであるのにも関わらず新たな発見がたくさんあり、視野を広げて興味を持ってみることの重要性を実感しました。地域産業の誇りとなった養蚕業の歴史を上塩尻での取り組みのように何らかの形で未来に繋いでいけるのが理想の形</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11589">95</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「桑折における養蚕業②」現在桑折町では製糸業は営まれていません。しかし、いくつか名残りのある場所を発見したのでそれについて述べていきます。

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

まず、桑折町における養蚕業①で触れた郡是製糸工場ですが平成15年に建物が解体された後、東日本大震災の災害公営住宅が建てられています。郡是製糸工場時代の面影は庭園の一角にある「多行松」のみになってしまいましたが、「桑折町蚕糸記念公園」と名を付け、養蚕業によって繫栄した歴史を伝え、町民や来訪者の交流の場になることを願って新たに公園として再生されました。また、桑折町の伊達崎と呼ばれる地区にはかつて養蚕家だった大きな家が見られる他、桑折町の本町通りにある商店街には繭を取り扱う問屋である蚕問屋が今でも残されています。そして、実際に私が通っていた醸芳中学校では校章に桑の葉が</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11579">96</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/573/011579.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「老農船津伝次平」船津伝次平は日本三老農の一人で養蚕の基本である桑栽培を研究し「桑苗簾伏法」を出版した。また、養蚕に限らず農業の近代化に貢献しており東京大学農学部（駒場農学校）の講師として農学の指導をしていた。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="老農船津伝次平" title="老農船津伝次平" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11579">老農船津伝次平</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11579">船津伝次平は日本三老農の一人で養蚕の基本である桑栽培を研究し「桑苗簾伏法」を出版した。また、養蚕に限らず農業の近代化に貢献しており東京大学農学部（駒場農学校）の講師として農学の指導をしていた。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11575">97</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/516/011575.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「繊維学の転換」上田市に立地する信州大学繊維学部、源流を辿ると1910年の上田蚕糸専門学校から始まる。当初は蚕糸や紡績業に関しての研究、教育を目的としていた。現在では繊維を広義に捉えて、炭素繊維やファイバー工学の研究へと転換している。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="繊維学の転換" title="繊維学の転換" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11575">繊維学の転換</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11575">上田市に立地する信州大学繊維学部、源流を辿ると1910年の上田蚕糸専門学校から始まる。当初は蚕糸や紡績業に関しての研究、教育を目的としていた。現在では繊維を広義に捉えて、炭素繊維やファイバー工学の研究へと転換している。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11551">98</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/251/011551.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「こんなストーブ見たことない」ゼミでお世話になっている高校に行った際、部屋の隅っこにとあるストーブがありました。長野県の公立高校ではメジャーに使われているストーブだそうです。
だるまストーブと呼ぶ？場合もあるそうです。

そんな古くから長野の地で教育を展開してきたこの学校は、市外からの進学者も多く、なかなか「地元愛」を感じれる学びを展開することが難しいように感じる。

小学生との交流会を目前にして、様々な問題が出てきたが、古くからの歴史ある学びに携わらせてもらえていることを喜びに感じながら、最後まで頑張っていこうと思った。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/251/thumbnails/011551.jpg" alt="こんなストーブ見たことない" title="こんなストーブ見たことない" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11551">こんなストーブ見たことない</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11551">ゼミでお世話になっている高校に行った際、部屋の隅っこにとあるストーブがありました。長野県の公立高校ではメジャーに使われているストーブだそうです。
だるまストーブと呼ぶ？場合もあるそうです。

そんな古くから長野の地で教育を展開してきたこの学校は、市外からの進学者も多く、なかなか「地元愛」を感じれる学びを展開することが難しいように感じる。

小学生との交流会を目前にして、様々な問題が出てきたが、古くからの歴史ある学びに携わらせてもらえていることを喜びに感じながら、最後まで頑張っていこうと思った。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11537">99</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/454/011537.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「びんぐしの湯　湯さん館」2022.11.28

2日連続でびんぐしの湯へ。
なんとこの日で7日連続サウナ&温泉♨️

この日サウナに入ると、前日に会った人が。
お互い軽く会釈。
このまま通い続けたら一体いつ話しかけられるのかなー。とかどうでもいいことを考えつつ熱さを我慢。
一回目入った時と二回目入った時では桧の香りに若干の差があった。

ちなみに、私は気がつかなかったが長野大学の学長もこの日いたらしい。
学校の悪口言ってなかったかなー。ヒヤヒヤ。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/454/thumbnails/011537.jpg" alt="びんぐしの湯　湯さん館" title="びんぐしの湯　湯さん館" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11537">びんぐしの湯　湯さん館</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11537">2022.11.28

2日連続でびんぐしの湯へ。
なんとこの日で7日連続サウナ&温泉♨️

この日サウナに入ると、前日に会った人が。
お互い軽く会釈。
このまま通い続けたら一体いつ話しかけられるのかなー。とかどうでもいいことを考えつつ熱さを我慢。
一回目入った時と二回目入った時では桧の香りに若干の差があった。

ちなみに、私は気がつかなかったが長野大学の学長もこの日いたらしい。
学校の悪口言ってなかったかなー。ヒヤヒヤ。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11526">100</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/550/011526.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州大学繊維学部」信州大学は明治43年1910年設立の旧制上田蚕糸専門学校を前身とする日本唯一の繊維学部である。この上田蚕糸専門学校は蚕糸に関する最初の高等教育機関であり、長野県下初の官立学校として設立された。
この繊維学部は信州大学設置の昭和24年1949年と同時に設置された。その後も多様な学科が設置され、全国からたくさんの学生が集まる大学である。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="信州大学繊維学部" title="信州大学繊維学部" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11526">信州大学繊維学部</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11526">信州大学は明治43年1910年設立の旧制上田蚕糸専門学校を前身とする日本唯一の繊維学部である。この上田蚕糸専門学校は蚕糸に関する最初の高等教育機関であり、長野県下初の官立学校として設立された。
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					<ul><li><a href="?c=&s=歴史">歴史(24)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市">上田市(21)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田時報">西塩田時報(18)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸業">蚕糸業(11)</a></li><li><a href="?c=&s=上田">上田(11)</a></li><li><a href="?c=&s=学校">学校(10)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県">長野県(10)</a></li><li><a href="?c=&s=山本鼎">山本鼎(10)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学習">地域学習(8)</a></li><li><a href="?c=&s=自然">自然(7)</a></li><li><a href="?c=&s=観光">観光(7)</a></li><li><a href="?c=&s=神社">神社(6)</a></li><li><a href="?c=&s=神川小学校">神川小学校(6)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルアーカイブ">デジタルアーカイブ(6)</a></li><li><a href="?c=&s=長野大学">長野大学(6)</a></li><li><a href="?c=&s=佐久市">佐久市(5)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕都上田">蚕都上田(5)</a></li><li><a href="?c=&s=小県蚕業学校">小県蚕業学校(5)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕">蚕(5)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造">蚕種製造(4)</a></li><li><a href="?c=&s=電車">電車(4)</a></li><li><a href="?c=&s=教育">教育(4)</a></li><li><a href="?c=&s=橋">橋(4)</a></li><li><a href="?c=&s=長野">長野(4)</a></li><li><a href="?c=&s=上田東高校">上田東高校(4)</a></li><li><a href="?c=&s=神川">神川(4)</a></li><li><a href="?c=&s=校歌">校歌(4)</a></li><li><a href="?c=&s=上田蚕糸専門学校">上田蚕糸専門学校(4)</a></li><li><a href="?c=&s=戦争">戦争(4)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルコモンズ">デジタルコモンズ(4)</a></li><li><a href="?c=&s=時報">時報(4)</a></li><li><a href="?c=&s=小学校">小学校(4)</a></li><li><a href="?c=&s=近代">近代(4)</a></li><li><a href="?c=&s=音楽">音楽(4)</a></li><li><a href="?c=&s=前川道博">前川道博(4)</a></li><li><a href="?c=&s=学習支援">学習支援(4)</a></li><li><a href="?c=&s=文書">文書(3)</a></li><li><a href="?c=&s=重要文化財">重要文化財(3)</a></li><li><a href="?c=&s=まちあるき">まちあるき(3)</a></li><li><a href="?c=&s=文化">文化(3)</a></li><li><a href="?c=&s=高校">高校(3)</a></li><li><a href="?c=&s=通学路">通学路(3)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻">上塩尻(3)</a></li><li><a href="?c=&s=上田蚕種">上田蚕種(3)</a></li><li><a href="?c=&s=岡野貞一">岡野貞一(3)</a></li><li><a href="?c=&s=石碑">石碑(3)</a></li><li><a href="?c=&s=文化財">文化財(3)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田平">塩田平(3)</a></li><li><a href="?c=&s=山本鼎の部屋">山本鼎の部屋(3)</a></li><li><a href="?c=&s=上田城">上田城(3)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史的建造物">歴史的建造物(3)</a></li><li><a href="?c=&s=福島">福島(3)</a></li><li><a href="?c=&s=タブレット">タブレット(3)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸市">小諸市(3)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻小学校">塩尻小学校(3)</a></li><li><a href="?c=&s=菅平高原">菅平高原(3)</a></li><li><a href="?c=&s=前川ゼミ">前川ゼミ(3)</a></li><li><a href="?c=&s=福岡県">福岡県(3)</a></li><li><a href="?c=&s=蓼科高校">蓼科高校(3)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学">地域学(3)</a></li><li><a href="?c=&s=別所温泉">別所温泉(3)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻地区">塩尻地区(2)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻村">塩尻村(2)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田">塩田(2)</a></li><li><a href="?c=&s=さくら国際高校">さくら国際高校(2)</a></li><li><a href="?c=&s=木造校舎">木造校舎(2)</a></li><li><a href="?c=&s=公園">公園(2)</a></li><li><a href="?c=&s=徳川家">徳川家(2)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市">長野市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=明治">明治(2)</a></li><li><a href="?c=&s=岡谷市">岡谷市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=諏訪湖">諏訪湖(2)</a></li><li><a href="?c=&s=湖">湖(2)</a></li><li><a href="?c=&s=魚">魚(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市史">上田市史(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地域史">地域史(2)</a></li><li><a href="?c=&s=自由画">自由画(2)</a></li><li><a href="?c=&s=自由画運動">自由画運動(2)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術">農民美術(2)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術運動">農民美術運動(2)</a></li><li><a href="?c=&s=美術館">美術館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=信州上田学">信州上田学(2)</a></li><li><a href="?c=&s=土井晩翠">土井晩翠(2)</a></li><li><a href="?c=&s=信州大学繊維学部">信州大学繊維学部(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕業">蚕業(2)</a></li><li><a href="?c=&s=鳥居">鳥居(2)</a></li><li><a href="?c=&s=中塩田小学校">中塩田小学校(2)</a></li><li><a href="?c=&s=碑">碑(2)</a></li><li><a href="?c=&s=美浜町">美浜町(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地図">地図(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地籍図">地籍図(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田町">上田町(2)</a></li><li><a href="?c=&s=明治時代">明治時代(2)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田村公報">西塩田村公報(2)</a></li><li><a href="?c=&s=大東亜戦争">大東亜戦争(2)</a></li><li><a href="?c=&s=太平洋戦争">太平洋戦争(2)</a></li><li><a href="?c=&s=農業">農業(2)</a></li><li><a href="?c=&s=サントミューゼ">サントミューゼ(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市公文書館">上田市公文書館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=群馬県">群馬県(2)</a></li><li><a href="?c=&s=高崎市">高崎市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=榛名山">榛名山(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地域情報メディア論">地域情報メディア論(2)</a></li><li><a href="?c=&s=榛名">榛名(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田原古戦場">上田原古戦場(2)</a></li><li><a href="?c=&s=川">川(2)</a></li><li><a href="?c=&s=景観">景観(2)</a></li><li><a href="?c=&s=三吉米熊">三吉米熊(2)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕">養蚕(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田紬">上田紬(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=松平氏">松平氏(2)</a></li><li><a href="?c=&s=プロジェクト研究">プロジェクト研究(2)</a></li><li><a href="?c=&s=郷土資料館">郷土資料館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸">蚕糸(2)</a></li><li><a href="?c=&s=坂井村">坂井村(2)</a></li><li><a href="?c=&s=d-commonsプロジェクト">d-commonsプロジェクト(2)</a></li><li><a href="?c=&s=総合学習">総合学習(2)</a></li><li><a href="?c=&s=北海道">北海道(2)</a></li><li><a href="?c=&s=立科町">立科町(2)</a></li><li><a href="?c=&s=趣味">趣味(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学習支援">地域学習支援(2)</a></li><li><a href="?c=&s=小海線">小海線(2)</a></li><li><a href="?c=&s=交通">交通(2)</a></li><li><a href="?c=&s=信州学">信州学(2)</a></li><li><a href="?c=&s=文庫蔵">文庫蔵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=秋和">秋和(1)</a></li><li><a href="?c=&s=記録">記録(1)</a></li><li><a href="?c=&s=秋和村">秋和村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田">西塩田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧西塩田小学校">旧西塩田小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=手塚">手塚(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日就学校跡">日就学校跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田小学校跡">西塩田小学校跡(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=洋風建築">洋風建築(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧制中学">旧制中学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史文化スポット">歴史文化スポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=武高國神社">武高國神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=祭り">祭り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=遊具">遊具(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田地域自治センター">塩田地域自治センター(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田町駅周辺">塩田町駅周辺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高山市">高山市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=氷菓">氷菓(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岐阜県">岐阜県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=飛騨高山">飛騨高山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=白線流し">白線流し(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伝統">伝統(1)</a></li><li><a href="?c=&s=思い出">思い出(1)</a></li><li><a href="?c=&s=聖地めぐり">聖地めぐり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=新潟県">新潟県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上越市">上越市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高田城">高田城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高田城跡公園">高田城跡公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駿府城">駿府城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駿府城公園">駿府城公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=徳川家康">徳川家康(1)</a></li><li><a href="?c=&s=静岡県">静岡県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=静岡市">静岡市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=葵区">葵区(1)</a></li><li><a href="?c=&s=城">城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=隠居場所">隠居場所(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お種池">お種池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=湧き水">湧き水(1)</a></li><li><a href="?c=&s=亀田">亀田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=カーブミラー">カーブミラー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歩道">歩道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=黄色い歩道">黄色い歩道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=下校">下校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=安全">安全(1)</a></li><li><a href="?c=&s=縁石ブロック">縁石ブロック(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信越線">信越線(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駅">駅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駅近">駅近(1)</a></li><li><a href="?c=&s=別所線">別所線(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州">信州(1)</a></li><li><a href="?c=&s=町歩き">町歩き(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駅から近い">駅から近い(1)</a></li><li><a href="?c=&s=便利">便利(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=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=資料館">資料館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=湖畔">湖畔(1)</a></li><li><a href="?c=&s=君の名は。">君の名は。(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ウォーキング">ウォーキング(1)</a></li><li><a href="?c=&s=マラソン">マラソン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=釜口水門">釜口水門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=魚道">魚道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=天竜川">天竜川(1)</a></li><li><a href="?c=&s=河川">河川(1)</a></li><li><a href="?c=&s=水門">水門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域めぐり">地域めぐり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=気になるスポット">気になるスポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=街中">街中(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市立東塩田小学校">上田市立東塩田小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尾根川">尾根川(1)</a></li><li><a href="?c=&s=食事">食事(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生物">生物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=植物">植物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=施設">施設(1)</a></li><li><a href="?c=&s=見学">見学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=森">森(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ルヴァン">ルヴァン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=パン屋">パン屋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=北国街道">北国街道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=柳町">柳町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=中等教育">中等教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=食">食(1)</a></li><li><a href="?c=&s=肉">肉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=平野屋">平野屋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=車道">車道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=バリアフリー">バリアフリー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市誌">上田市誌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=市史">市史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧上田市">旧上田市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸子町誌">丸子町誌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田町誌">真田町誌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=武石村誌">武石村誌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸子町史">丸子町史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田町史">真田町史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=武石村史">武石村史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=郷土史">郷土史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=人物">人物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=神川村">神川村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農村">農村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=こっぱ人形">こっぱ人形(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尾澤木彫美術館">尾澤木彫美術館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尾澤敏春">尾澤敏春(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尾澤千春">尾澤千春(1)</a></li><li><a href="?c=&s=工芸品">工芸品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木工品">木工品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=昭和初期">昭和初期(1)</a></li><li><a href="?c=&s=絵画">絵画(1)</a></li><li><a href="?c=&s=児童画">児童画(1)</a></li><li><a href="?c=&s=竜丘小学校">竜丘小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市マルチメディア情報センター">上田市マルチメディア情報センター(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域の記憶">地域の記憶(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桑園">桑園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=古い写真">古い写真(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域景観">地域景観(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近代教育">近代教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸教育">蚕糸教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大学">大学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕業教育">蚕業教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕教師">養蚕教師(1)</a></li><li><a href="?c=&s=野球">野球(1)</a></li><li><a href="?c=&s=野球場">野球場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田城跡公園野球場">上田城跡公園野球場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鉄筋コンクリート造">鉄筋コンクリート造(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高校野球">高校野球(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日露戦争">日露戦争(1)</a></li><li><a href="?c=&s=忠魂碑">忠魂碑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日露戦役忠魂碑">日露戦役忠魂碑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=潮干狩り">潮干狩り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=愛知県">愛知県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=養鶏場">養鶏場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=玉子">玉子(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州の学海">信州の学海(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州の鎌倉">信州の鎌倉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鎌倉時代">鎌倉時代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=無関普門">無関普門(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田中学校">塩田中学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=宗教">宗教(1)</a></li><li><a href="?c=&s=今日も上田民">今日も上田民(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山があってこその上田">山があってこその上田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=総合的な学習の時間">総合的な学習の時間(1)</a></li><li><a href="?c=&s=総合的な探求の時間">総合的な探求の時間(1)</a></li><li><a href="?c=&s=アクティブラーニング">アクティブラーニング(1)</a></li><li><a href="?c=&s=テキスト">テキスト(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学校教育">学校教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=學校">學校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尺貫法">尺貫法(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桑">桑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=名簿">名簿(1)</a></li><li><a href="?c=&s=個人情報">個人情報(1)</a></li><li><a href="?c=&s=卒業生">卒業生(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伊那市">伊那市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=昆虫食">昆虫食(1)</a></li><li><a href="?c=&s=字">字(1)</a></li><li><a href="?c=&s=字界">字界(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧上田情報ビジネス専門学校">旧上田情報ビジネス専門学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=有料駐車場">有料駐車場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駐車場">駐車場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松尾町商店街">松尾町商店街(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松尾町">松尾町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=商店街">商店街(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田坂">真田坂(1)</a></li><li><a href="?c=&s=群馬">群馬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高崎">高崎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高崎だるま">高崎だるま(1)</a></li><li><a href="?c=&s=だるまの歴史">だるまの歴史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=サマーウォーズ">サマーウォーズ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田わっしょい">上田わっしょい(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田駅">上田駅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域">地域(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山本鼎の会">山本鼎の会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=児童自由画運動">児童自由画運動(1)</a></li><li><a href="?c=&s=児童自由画教育">児童自由画教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=公文書">公文書(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田町会議">上田町会議(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田築城">上田築城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田城跡">上田城跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=写真アルバム">写真アルバム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=昭和時代">昭和時代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧公図">旧公図(1)</a></li><li><a href="?c=&s=教育制度">教育制度(1)</a></li><li><a href="?c=&s=明治政府">明治政府(1)</a></li><li><a href="?c=&s=盈進学校">盈進学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=本郷学校">本郷学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=1873">1873(1)</a></li><li><a href="?c=&s=1886">1886(1)</a></li><li><a href="?c=&s=榛名神社">榛名神社(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=榛名湖">榛名湖(1)</a></li><li><a href="?c=&s=釣り">釣り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=登山">登山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=子ども">子ども(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学習">学習(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学習塾">学習塾(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塾">塾(1)</a></li><li><a href="?c=&s=数学">数学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=英語">英語(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高校受験 ">高校受験 (1)</a></li><li><a href="?c=&s=大学受験">大学受験(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市立川辺小学校">上田市立川辺小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市上田原">上田市上田原(1)</a></li><li><a href="?c=&s=散歩">散歩(1)</a></li><li><a href="?c=&s=街歩き">街歩き(1)</a></li><li><a href="?c=&s=懐かしい">懐かしい(1)</a></li><li><a href="?c=&s=人工物">人工物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=緑橋">緑橋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=第二次世界大戦">第二次世界大戦(1)</a></li><li><a href="?c=&s=訓練場">訓練場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田千曲高等学校敷地">上田千曲高等学校敷地(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野空襲">長野空襲(1)</a></li><li><a href="?c=&s=軍施設">軍施設(1)</a></li><li><a href="?c=&s=軍事遺跡">軍事遺跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=陸軍">陸軍(1)</a></li><li><a href="?c=&s=１７万坪">１７万坪(1)</a></li><li><a href="?c=&s=１９３１年">１９３１年(1)</a></li><li><a href="?c=&s=産業">産業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種業">蚕種業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=常田">常田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国指定登録有形文化財">国指定登録有形文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=建築">建築(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松本">松本(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松本城">松本城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=五社">五社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=天守閣">天守閣(1)</a></li><li><a href="?c=&s=初詣">初詣(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧開智学校">旧開智学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松平康長">松平康長(1)</a></li><li><a href="?c=&s=虎松">虎松(1)</a></li><li><a href="?c=&s=動物　">動物　(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鹿">鹿(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学校の近く">学校の近く(1)</a></li><li><a href="?c=&s=衝撃写真">衝撃写真(1)</a></li><li><a href="?c=&s=謎">謎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真偽不明">真偽不明(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駅の近く">駅の近く(1)</a></li><li><a href="?c=&s=しなの鉄道">しなの鉄道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=線路">線路(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田の鉄道">上田の鉄道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=線路スポット">線路スポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=線路の真上">線路の真上(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田の特徴">上田の特徴(1)</a></li><li><a href="?c=&s=特色">特色(1)</a></li><li><a href="?c=&s=米沢市">米沢市(1)</a></li><li><a href="?c=&s= 山形県"> 山形県(1)</a></li><li><a href="?c=&s= 伝統工芸品"> 伝統工芸品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=笹野一刀彫">笹野一刀彫(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お鷹ぽっぽ">お鷹ぽっぽ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ふくろう">ふくろう(1)</a></li><li><a href="?c=&s=南原">南原(1)</a></li><li><a href="?c=&s=社会科学習">社会科学習(1)</a></li><li><a href="?c=&s=職人技">職人技(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松川">松川(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上杉景勝">上杉景勝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伊達政宗">伊達政宗(1)</a></li><li><a href="?c=&s=花火">花火(1)</a></li><li><a href="?c=&s=古関裕而">古関裕而(1)</a></li><li><a href="?c=&s=作曲家">作曲家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=エール">エール(1)</a></li><li><a href="?c=&s=朝ドラ">朝ドラ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=栄冠は君に輝く">栄冠は君に輝く(1)</a></li><li><a href="?c=&s=とんがり帽子">とんがり帽子(1)</a></li><li><a href="?c=&s=管楽器">管楽器(1)</a></li><li><a href="?c=&s=吹奏楽">吹奏楽(1)</a></li><li><a href="?c=&s=管弦楽">管弦楽(1)</a></li><li><a href="?c=&s=楽器店">楽器店(1)</a></li><li><a href="?c=&s=コンサート">コンサート(1)</a></li><li><a href="?c=&s=コンクール">コンクール(1)</a></li><li><a href="?c=&s=修理">修理(1)</a></li><li><a href="?c=&s=福島市">福島市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大会">大会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田原合戦">上田原合戦(1)</a></li><li><a href="?c=&s=武田信玄">武田信玄(1)</a></li><li><a href="?c=&s=村上義清">村上義清(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田原">上田原(1)</a></li><li><a href="?c=&s=川辺小学校">川辺小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ひっそり公園">ひっそり公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=馬場町">馬場町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県上田市">長野県上田市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=見つけてみよう">見つけてみよう(1)</a></li><li><a href="?c=&s=静かな公園">静かな公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=憩いの場">憩いの場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=狭い公園">狭い公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学生のたまり場">学生のたまり場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木陰で一休み">木陰で一休み(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=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=近代化産業遺産">近代化産業遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州紬">信州紬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伝統的工芸品">伝統的工芸品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=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=人物伝">人物伝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田染谷丘高等学校">上田染谷丘高等学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=GIGAスクール">GIGAスクール(1)</a></li><li><a href="?c=&s=糸のまち・こもろプロジェクト">糸のまち・こもろプロジェクト(1)</a></li><li><a href="?c=&s=渋沢栄一">渋沢栄一(1)</a></li><li><a href="?c=&s=仙石氏">仙石氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=城下町">城下町(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=自販機">自販機(1)</a></li><li><a href="?c=&s=リンゴ">リンゴ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大正">大正(1)</a></li><li><a href="?c=&s=市街地">市街地(1)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕業">養蚕業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=児童自由画">児童自由画(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小學校">小學校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=中學校">中學校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=教科">教科(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻">塩尻(1)</a></li><li><a href="?c=&s=道具">道具(1)</a></li><li><a href="?c=&s=資料">資料(1)</a></li><li><a href="?c=&s=撮影">撮影(1)</a></li><li><a href="?c=&s=徴兵">徴兵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=専門学校">専門学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生糸">生糸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松根油">松根油(1)</a></li><li><a href="?c=&s=私の探究活動">私の探究活動(1)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタル化">デジタル化(1)</a></li><li><a href="?c=&s=年表">年表(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学校自慢">学校自慢(1)</a></li><li><a href="?c=&s=町おこし">町おこし(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=ICT機器">ICT機器(1)</a></li><li><a href="?c=&s=貼り紙">貼り紙(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ボッチャ">ボッチャ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ボランティア">ボランティア(1)</a></li><li><a href="?c=&s=パラウェーブ">パラウェーブ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=戦後">戦後(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木江南">鈴木江南(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木志津衛">鈴木志津衛(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松井須磨子">松井須磨子(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ソサエティ5.0">ソサエティ5.0(1)</a></li><li><a href="?c=&s=域学連携">域学連携(1)</a></li><li><a href="?c=&s=知識循環型社会">知識循環型社会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=知識消費型社会">知識消費型社会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=下諏訪町デジタルアルバム">下諏訪町デジタルアルバム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=システム開発">システム開発(1)</a></li><li><a href="?c=&s=分散型地域デジタルコモンズクラウドサービス">分散型地域デジタルコモンズクラウドサービス(1)</a></li><li><a href="?c=&s=d-commons.net">d-commons.net(1)</a></li><li><a href="?c=&s=飯山市">飯山市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菜の花公園">菜の花公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菜の花">菜の花(1)</a></li><li><a href="?c=&s=朧月夜">朧月夜(1)</a></li><li><a href="?c=&s=唱歌">唱歌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=髙野辰之">髙野辰之(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=国宝">国宝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=観光名所">観光名所(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菅平小中学校">菅平小中学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=峰の原高原">峰の原高原(1)</a></li><li><a href="?c=&s=FDA">FDA(1)</a></li><li><a href="?c=&s=フライトログ帳">フライトログ帳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松本空港">松本空港(1)</a></li><li><a href="?c=&s=新千歳空港">新千歳空港(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小樽">小樽(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大庭遺跡">大庭遺跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=武石温泉">武石温泉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=うつくしの湯">うつくしの湯(1)</a></li><li><a href="?c=&s=温泉">温泉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=柳川市">柳川市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=北原白秋">北原白秋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山王寺">山王寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=寺社仏閣">寺社仏閣(1)</a></li><li><a href="?c=&s=御朱印">御朱印(1)</a></li><li><a href="?c=&s=糸島市">糸島市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=佐賀県">佐賀県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=唐津市">唐津市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=唐津城">唐津城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域探検">地域探検(1)</a></li><li><a href="?c=&s=戸隠神社">戸隠神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菅平中学校">菅平中学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=すずらん祭">すずらん祭(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菅平">菅平(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田家">真田家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃中学校">＃中学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=六工社">六工社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田城跡公園">上田城跡公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=景色">景色(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山">山(1)</a></li><li><a href="?c=&s=紅葉">紅葉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻小まなびサイト">塩尻小まなびサイト(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻小">塩尻小(1)</a></li><li><a href="?c=&s=瀬戸内海">瀬戸内海(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旅行">旅行(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日記">日記(1)</a></li><li><a href="?c=&s=コミュニティスクール">コミュニティスクール(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小豆島">小豆島(1)</a></li><li><a href="?c=&s=二十四の瞳">二十四の瞳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=二十四の瞳映画村">二十四の瞳映画村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=びんぐし">びんぐし(1)</a></li><li><a href="?c=&s=湯さん館">湯さん館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=びんぐし湯さん館">びんぐし湯さん館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=だるまストーブ">だるまストーブ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市の高校">上田市の高校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=野口健">野口健(1)</a></li><li><a href="?c=&s=放課後">放課後(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸子地域">丸子地域(1)</a></li><li><a href="?c=&s=おかっぱ">おかっぱ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学校作文">学校作文(1)</a></li><li><a href="?c=&s=赤ちゃん">赤ちゃん(1)</a></li><li><a href="?c=&s=姉弟">姉弟(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学生">学生(1)</a></li><li><a href="?c=&s=研究発表">研究発表(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=面白記事抄">面白記事抄(1)</a></li><li><a href="?c=&s=昆虫">昆虫(1)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルアーキビスト">デジタルアーキビスト(1)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本蚕業歴史館">藤本蚕業歴史館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=栃木県">栃木県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鹿沼市">鹿沼市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=深程">深程(1)</a></li><li><a href="?c=&s=馬力神">馬力神(1)</a></li><li><a href="?c=&s=裁縫教室">裁縫教室(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃裁縫女学校（現長野女子高校）">信濃裁縫女学校（現長野女子高校）(1)</a></li><li><a href="?c=&s=雛形">雛形(1)</a></li><li><a href="?c=&s=着物">着物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=無人駅">無人駅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岩村田">岩村田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=西小学校">西小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕の観察日記">蚕の観察日記(1)</a></li><li><a href="?c=&s=東京藝術大学">東京藝術大学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=音楽教育">音楽教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=アーカイブ">アーカイブ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県教育委員会">長野県教育委員会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州学サミット">信州学サミット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野駅">長野駅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蓼科学">蓼科学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=立科町探検隊">立科町探検隊(1)</a></li><li><a href="?c=&s=出前講座">出前講座(1)</a></li><li><a href="?c=&s=災害">災害(1)</a></li><li><a href="?c=&s=水害">水害(1)</a></li><li><a href="?c=&s=防災">防災(1)</a></li><li><a href="?c=&s=避難所">避難所(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ハザードマップ">ハザードマップ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塚穴原第1号古墳">塚穴原第1号古墳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塚穴原第2号古墳">塚穴原第2号古墳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=古墳">古墳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=下之郷古墳群">下之郷古墳群(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石垣">石垣(1)</a></li><li><a href="?c=&s=跡地">跡地(1)</a></li><li><a href="?c=&s=明倫堂">明倫堂(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松平忠学">松平忠学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=自然環境">自然環境(1)</a></li><li><a href="?c=&s=リサイクル">リサイクル(1)</a></li><li><a href="?c=&s=環境保全">環境保全(1)</a></li><li><a href="?c=&s=自然資源">自然資源(1)</a></li><li><a href="?c=&s=補習">補習(1)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田公報">西塩田公報(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日本遺産">日本遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=本郷">本郷(1)</a></li><li><a href="?c=&s=泥宮大神">泥宮大神(1)</a></li><li><a href="?c=&s=泥宮">泥宮(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上窪池">上窪池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=溜池">溜池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=#武田信玄">#武田信玄(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃上田原の戦い">＃上田原の戦い(1)</a></li><li><a href="?c=&s=北向観音">北向観音(1)</a></li><li><a href="?c=&s=絵馬">絵馬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=常楽寺">常楽寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石造多宝塔">石造多宝塔(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石造多層塔">石造多層塔(1)</a></li><li><a href="?c=&s=安楽寺">安楽寺(1)</a></li><li><a href="?c=&s=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=マンホール">マンホール(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小谷村">小谷村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=聖博物館">聖博物館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=聖高原">聖高原(1)</a></li><li><a href="?c=&s=麻績村">麻績村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=博物館">博物館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=課題発見ゼミ">課題発見ゼミ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=教育課題">教育課題(1)</a></li><li><a href="?c=&s=教育イノベーション">教育イノベーション(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学習イノベーション">学習イノベーション(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学生発表">学生発表(1)</a></li><li><a href="?c=&s=課題探究">課題探究(1)</a></li></ul>
				</div>
				<br>
				<!-- div class="catsec2left">
					<img src="https://d-commons.info/template/4/images/cat/catp2.png" alt="情報を探す">
					★詳細検索
				</div -->

			</section>



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

	<!--フッター-->
	<footer class="clearfix">
		<div class="footerleft">
			<a href="https://d-commons.info/uedagaku/docs/2020-1123da.pdf"><img src="https://d-commons.info/template/4/images/top/webtitle.png" alt=""></a>
			<p>&copy; <script type="text/javascript">myDate = new Date() ;myYear = myDate.getFullYear ();document.write(myYear);</script> 信州上田学プロジェクト</p>
		</div>
		<div class="footerright">
						<a href="https://d-commons.info/uedagaku/about">はじめての方へ</a>|			<a href="https://d-commons.info/uedagaku/rules">利用規約</a>|			<a href="https://d-commons.info/uedagaku/joinus">投稿上の注意</a>|			<a href="https://d-commons.info/uedagaku/otoiawase">お問い合わせフォーム</a>
		</div>
	</footer>
	
</body>
</html>
<!-- script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script -->





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



  <script type="text/javascript">
	var map;
	var marker = [];
	var geocoder;

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

					  {
					id: '127186',
					name: '聖博物館・航空資料館2008/05/06',
					lat: 36.487772814940236,
					lng: 138.07022407650948,
					contents: '<a href="?c=&p=127186">聖博物館・航空資料館2008/05/06</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127078',
					name: 'マンホール：小谷村',
					lat: 36.77883537017372,
					lng: 137.9099568191676,
					contents: '<a href="?c=&p=127078">マンホール：小谷村</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: '126934',
					name: '安楽寺の文化財',
					lat: 36.352173,
					lng: 138.153137,
					contents: '<a href="?c=&p=126934">安楽寺の文化財</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126930',
					name: '常楽寺の''石造多宝塔と石造多層塔''',
					lat: 36.35347,
					lng: 138.154739,
					contents: '<a href="?c=&p=126930">常楽寺の''石造多宝塔と石造多層塔''</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126927',
					name: '北向観音の''絵馬''',
					lat: 36.349857,
					lng: 138.156418,
					contents: '<a href="?c=&p=126927">北向観音の''絵馬''</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126463',
					name: '旧西塩田小学校校舎(さくら国際高校)2013/11/22',
					lat: 36.34603517302706,
					lng: 138.17905594495647,
					contents: '<a href="?c=&p=126463">旧西塩田小学校校舎(さくら国際高校)2013/11/22</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126453',
					name: '泥宮大神と上窪池',
					lat: 36.35270020364877,
					lng: 138.19875955581665,
					contents: '<a href="?c=&p=126453">泥宮大神と上窪池</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126182',
					name: '菅平高原の茅場',
					lat: 36.53208637982013,
					lng: 138.33223519738524,
					contents: '<a href="?c=&p=126182">菅平高原の茅場</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126153',
					name: '5代松平忠学と明倫堂',
					lat: 36.40273718083009,
					lng: 138.24716791443828,
					contents: '<a href="?c=&p=126153">5代松平忠学と明倫堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125956',
					name: 'いにしえの丘公園・下之郷古墳群',
					lat: 36.36417005583836,
					lng: 138.23585987091064,
					contents: '<a href="?c=&p=125956">いにしえの丘公園・下之郷古墳群</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125400',
					name: '2019年、台風19号／避難先の混乱',
					lat: 36.38884070776743,
					lng: 138.2055026292801,
					contents: '<a href="?c=&p=125400">2019年、台風19号／避難先の混乱</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125329',
					name: '蓼科高校「蓼科学」プレイバック',
					lat: 36.28743895805231,
					lng: 138.31289291381836,
					contents: '<a href="?c=&p=125329">蓼科高校「蓼科学」プレイバック</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125328',
					name: '「信州学サミット2017」プレイバック',
					lat: 36.643571328902084,
					lng: 138.18863962843065,
					contents: '<a href="?c=&p=125328">「信州学サミット2017」プレイバック</a>'
			 }, 
					  {
					id: '124977',
					name: '東京藝術大学の大学史史料室訪問',
					lat: 35.719293149251975,
					lng: 139.77224953198123,
					contents: '<a href="?c=&p=124977">東京藝術大学の大学史史料室訪問</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55344',
					name: '岩村田駅',
					lat: 36.27460651691942,
					lng: 138.47195591979482,
					contents: '<a href="?c=&p=55344">岩村田駅</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55335',
					name: '乙女駅',
					lat: 36.31102797547864,
					lng: 138.44085631175327,
					contents: '<a href="?c=&p=55335">乙女駅</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55265',
					name: '馬力神',
					lat: 36.4986319,
					lng: 139.7077848,
					contents: '<a href="?c=&p=55265">馬力神</a>'
			 }, 
					  {
					id: '54514',
					name: '大学前駅周辺の聖地（旧宣教師館）',
					lat: 36.363524246547584,
					lng: 138.2354924082756,
					contents: '<a href="?c=&p=54514">大学前駅周辺の聖地（旧宣教師館）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '54159',
					name: '吉田東伍について',
					lat: 37.775955689322636,
					lng: 139.23226833343506,
					contents: '<a href="?c=&p=54159">吉田東伍について</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11754',
					name: '塩尻小学校学習支援の様子②',
					lat: 36.417017521735985,
					lng: 138.21835041046143,
					contents: '<a href="?c=&p=11754">塩尻小学校学習支援の様子②</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11715',
					name: '現代にも伝わる養蚕',
					lat: 36.35543497722895,
					lng: 138.30568313598633,
					contents: '<a href="?c=&p=11715">現代にも伝わる養蚕</a>'
			 }, 
			];
	
	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>


