<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 />
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<div id="datelist"><h4>登録リスト（該当：54件）</h4><div class="pagenavi">  <a class="arrow" title="Page 1" href="?c=&t=&s=新聞&all=&n=&r=&v=1">≪</a>  <span class="current">1</span>  <a class="arrow" title="Page 1" href="?c=&t=&s=新聞&all=&n=&r=&v=1">≫</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=127002">1</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「諸を語り唄～絹の奏で～　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)」2023/10/29開催
【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】
主催:糸のまち・こもろプロジェクト
共催:諸公民館
後援:信濃毎日新聞社・小諸新聞・東信ジャーナル社・小諸市教育委員会・(株)コミュニティテレビこもろ・(株)純水館・純水館資料館・氷風穴の里保存会・週刊さくだいら

【内容】
「諸を語り唄～絹の奏で　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)」
　坂本 明央氏は青森県北津軽郡坂柳町出身。民謡全国大会連続優勝後、クラウンレコードよりデビューし、全国ツアーを開催しました。津軽三味線名人藤田淳一師の門下生となり、日本コロムビアより「津軽を弾いて津軽を唄う」を発売しました。平成12年に小諸市に移住、津軽じょんがら座を設立。現在も公演を続け、三味線や民謡の指導を行っています。

<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/czL8pMXe?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="諸を語り唄～絹の奏で～　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)" title="諸を語り唄～絹の奏で～　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127002">諸を語り唄～絹の奏で～　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127002">2023/10/29開催
【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】
主催:糸のまち・こもろプロジェクト
共催:諸公民館
後援:信濃毎日新聞社・小諸新聞・東信ジャーナル社・小諸市教育委員会・(株)コミュニティテレビこもろ・(株)純水館・純水館資料館・氷風穴の里保存会・週刊さくだいら

【内容】
「諸を語り唄～絹の奏で　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)」
　坂本 明央氏は青森県北津軽郡坂柳町出身。民謡全国大会連続優勝後、クラウンレコードよりデビューし、全国ツアーを開催しました。津軽三味線名人藤田淳一師の門下生となり、日本コロムビアより「津軽を弾いて津軽を唄う」を発売しました。平成12年に小諸市に移住、津軽じょんがら座を設立。現在も公演を続け、三味線や民謡の指導を行っています。

<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/czL8pMXe?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe></a></td><td class="date">2024-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126985">2</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/847/126985.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「」　次に戦争の影響です。当時、満州事変などもあり、新聞よりも、いち早く戦争の情報を得られるラジオに関心が高まったのではないかと考えられます。実際に西塩田時報で時系列を追って、過去の記事を探した時にも、刊行日に空きがあり、著しく変化する戦時状況をとらえるには新聞は適していなかっただろうなと考えていました。その上、政府は当時、国防強化の面からラジオ放送を聞くことを推奨し、ラジオを聞くことは国策に協力することと強く発信してあおっていたことも要因の一つだと考えました。
また、政府にとって、ラジオは戦争で懸念される民意のコントロールにも役立っていのではないかと考えました。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="" title="" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126985"></a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126985">　次に戦争の影響です。当時、満州事変などもあり、新聞よりも、いち早く戦争の情報を得られるラジオに関心が高まったのではないかと考えられます。実際に西塩田時報で時系列を追って、過去の記事を探した時にも、刊行日に空きがあり、著しく変化する戦時状況をとらえるには新聞は適していなかっただろうなと考えていました。その上、政府は当時、国防強化の面からラジオ放送を聞くことを推奨し、ラジオを聞くことは国策に協力することと強く発信してあおっていたことも要因の一つだと考えました。
また、政府にとって、ラジオは戦争で懸念される民意のコントロールにも役立っていのではないかと考えました。</a></td><td class="date">2024-02-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126708">3</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/834/126708.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦前と戦後の北海道新聞における文化の移り変わり」まず初めに何故北海道新聞で文化の移り変わりを調べたかったのかというと西塩田時報で様々な大正から昭和にかけての記事を閲覧していた際に自分の地元ではどのように変化していったのか素直に興味を持ったからだ。

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

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

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

比較する新聞の年は1942年と2020年だ。北海道新聞は1942年に創刊された。1942年といえば日本は第二次世界大戦中であり、アメリカと戦っていた時期であった。実際の記事を見てみるとそれが伺える。下方に「アメリカの焦燥」と書かれた項目がある。当時の日本がアメリカを牽制していたのが分かる。さらに、「戰」や「諸勅令」といった今となっては使われなくなった漢字や表現が使われている。ここからも北海道での戦時中の緊張感が伝</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126420">4</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/841/126420.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「論説“一九五六年”の課題（『西塩田公報』第100号(1956年1月1日)1頁）」今年は農業経営のかわりめだから、気を抜いていてはいけないと忠告している。新年一発目の新聞で酒に酔っててもいいが、今後のことをしっかり考えてほしいといわれ、気持ちの引き締まる思いがした。

▼この記事は以下から参照できます。
#1327 『西塩田公報』第100号(1956年1月1日)1頁"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="論説“一九五六年”の課題（『西塩田公報』第100号(1956年1月1日)1頁）" title="論説“一九五六年”の課題（『西塩田公報』第100号(1956年1月1日)1頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126420">論説“一九五六年”の課題（『西塩田公報』第100号(1956年1月1日)1頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126420">今年は農業経営のかわりめだから、気を抜いていてはいけないと忠告している。新年一発目の新聞で酒に酔っててもいいが、今後のことをしっかり考えてほしいといわれ、気持ちの引き締まる思いがした。

▼この記事は以下から参照できます。
#1327 『西塩田公報』第100号(1956年1月1日)1頁</a></td><td class="date">2023-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126369">5</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/823/126369.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「入学前の家庭教育に就て　西塩田時報」入学前に家庭内で教育してほしいことについて友達のことや先生を怖がらないように教育してほしいといったことが書かれており、今の新聞ではないので珍しく面白いと感じた。

西塩田時報　戦後　昭和22年1月25日　第1号2頁"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="入学前の家庭教育に就て　西塩田時報" title="入学前の家庭教育に就て　西塩田時報" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126369">入学前の家庭教育に就て　西塩田時報</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126369">入学前に家庭内で教育してほしいことについて友達のことや先生を怖がらないように教育してほしいといったことが書かれており、今の新聞ではないので珍しく面白いと感じた。

西塩田時報　戦後　昭和22年1月25日　第1号2頁</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126362">6</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/829/126362.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「食べる楽しみ食べる工風」現在、インターネットを使うことで、食べたいものがあれば検索してレシピを知れたり、使いたい材料を検索すればそれを使った料理を紹介してくれたりします。今でも雑誌や新聞でレシピが紹介されていることがあります。
この記事でも、鰯のたたき上げの作り方を紹介しています。材料や作り方以上に、アドバイスがたくさん載っていて親しみやすい記事だと思います。

記事は以下から参照できます。
『西塩田時報』昭和24年1月25日第22号⑶"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="食べる楽しみ食べる工風" title="食べる楽しみ食べる工風" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126362">食べる楽しみ食べる工風</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126362">現在、インターネットを使うことで、食べたいものがあれば検索してレシピを知れたり、使いたい材料を検索すればそれを使った料理を紹介してくれたりします。今でも雑誌や新聞でレシピが紹介されていることがあります。
この記事でも、鰯のたたき上げの作り方を紹介しています。材料や作り方以上に、アドバイスがたくさん載っていて親しみやすい記事だと思います。

記事は以下から参照できます。
『西塩田時報』昭和24年1月25日第22号⑶</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126347">7</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/812/126347.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「部落ニュース　（『西塩田時報』戦前　第121号　［1933年12月1日］）」様々な部落の話題が掲載されています。例えば、事務所の大掃除の報告や住民の訃報、気候の様子などが記されています。現代の新聞にも掲載されるような内容を随所で確認することができるので読んでいて面白いです。"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="部落ニュース　（『西塩田時報』戦前　第121号　［1933年12月1日］）" title="部落ニュース　（『西塩田時報』戦前　第121号　［1933年12月1日］）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126347">部落ニュース　（『西塩田時報』戦前　第121号　［1933年12月1日］）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126347">様々な部落の話題が掲載されています。例えば、事務所の大掃除の報告や住民の訃報、気候の様子などが記されています。現代の新聞にも掲載されるような内容を随所で確認することができるので読んでいて面白いです。</a></td><td class="date">2023-12-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126340">8</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=126339">9</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/813/126339.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「乳児の育て方（『西塩田時報』第31号（1926年6月1日）1頁）」乳児の育て方がネットでも手軽に調べられるようになった現代。昔の時代にはそんなものは存在するはずがなく、育て方の情報を共有する方法が限られていた。この記事には乳児が飲むミルクの作り方や入浴、排泄物の処理の仕方など育児に関する情報がこと細やかに書かれている。
今の時代の新聞にはあまり書かれないようなことでも、公共の記事の中で大々的に書かれているのは面白いと感じた。

この記事は以下から参照できます。
＃135　『西塩田時報』第31号（1926年6月1日）1頁"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="乳児の育て方（『西塩田時報』第31号（1926年6月1日）1頁）" title="乳児の育て方（『西塩田時報』第31号（1926年6月1日）1頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126339">乳児の育て方（『西塩田時報』第31号（1926年6月1日）1頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126339">乳児の育て方がネットでも手軽に調べられるようになった現代。昔の時代にはそんなものは存在するはずがなく、育て方の情報を共有する方法が限られていた。この記事には乳児が飲むミルクの作り方や入浴、排泄物の処理の仕方など育児に関する情報がこと細やかに書かれている。
今の時代の新聞にはあまり書かれないようなことでも、公共の記事の中で大々的に書かれているのは面白いと感じた。

この記事は以下から参照できます。
＃135　『西塩田時報』第31号（1926年6月1日）1頁</a></td><td class="date">2023-12-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126322">10</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=126260">11</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/772/126260.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「Natural&Vegitable Shop のうのう（＋パン屋”麦の笑”）」　こだわりの国産オーガニックのお店です。皆さんが普段使っている、ありとあらゆるものがオーガニックで手に入ります！地産地消としては国内に幅が広がってしまいますが、小麦食品（ラーメンまで）が国産で手に入るのは驚きです。しかもオーガニック！
　また、店内には環境に配慮した様々な商品も並べてあります。昔の人がおにぎりを包むときに使っていた「紙木」は天然の木からできています。野菜は無農薬で、化学肥料も使っていません。朝採れです。お茶やコーヒーも、オーガニックで取り揃えています。さすがにコーヒーは外国産ですが、フェアトレード商品です。ちなみに、”脱ビニール袋”にも取り組んでおられて、商品は新聞紙を折った袋に入れてくれます。
　「ちょっと贅沢したい」、「本気でこだわりたい」という方、”おす"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="Natural&Vegitable Shop のうのう（＋パン屋”麦の笑”）" title="Natural&Vegitable Shop のうのう（＋パン屋”麦の笑”）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126260">Natural&Vegitable Shop のうのう（＋パン屋”麦の笑”）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126260">　こだわりの国産オーガニックのお店です。皆さんが普段使っている、ありとあらゆるものがオーガニックで手に入ります！地産地消としては国内に幅が広がってしまいますが、小麦食品（ラーメンまで）が国産で手に入るのは驚きです。しかもオーガニック！
　また、店内には環境に配慮した様々な商品も並べてあります。昔の人がおにぎりを包むときに使っていた「紙木」は天然の木からできています。野菜は無農薬で、化学肥料も使っていません。朝採れです。お茶やコーヒーも、オーガニックで取り揃えています。さすがにコーヒーは外国産ですが、フェアトレード商品です。ちなみに、”脱ビニール袋”にも取り組んでおられて、商品は新聞紙を折った袋に入れてくれます。
　「ちょっと贅沢したい」、「本気でこだわりたい」という方、”おす</a></td><td class="date">2023-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125543">12</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/378/125543.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】」2023/10/29開催
【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】
主催:糸のまち・こもろプロジェクト
共催:諸公民館
お問い合わせ:事務局 栁沢浩一(090-7265-1315)
後援:信濃毎日新聞社・小諸新聞・東信ジャーナル社・小諸市教育委員会・(株)コミュニティテレビこもろ・(株)純水館・純水館資料館・氷風穴の里保存会・週刊さくだいら

【内容】
「諸を語り唄～絹の奏で　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)」
　坂本 明央氏は青森県北津軽郡坂柳町出身。民謡全国大会連続優勝後、クラウンレコードよりデビューし、全国ツアーを開催。津軽三味線名人藤田淳一師の門下生となり、日本コロムビアより「津軽を弾いて津軽を唄う」を発売。平成12年に小諸市に移住、津軽じょんがら座を設立。現在も公演を続け、三味線や民謡の指導を行っている"><img src="https://d-commons.info/upload/4/378/thumbnails/125543.jpg" alt="【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】" title="【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125543">【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125543">2023/10/29開催
【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】
主催:糸のまち・こもろプロジェクト
共催:諸公民館
お問い合わせ:事務局 栁沢浩一(090-7265-1315)
後援:信濃毎日新聞社・小諸新聞・東信ジャーナル社・小諸市教育委員会・(株)コミュニティテレビこもろ・(株)純水館・純水館資料館・氷風穴の里保存会・週刊さくだいら

【内容】
「諸を語り唄～絹の奏で　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)」
　坂本 明央氏は青森県北津軽郡坂柳町出身。民謡全国大会連続優勝後、クラウンレコードよりデビューし、全国ツアーを開催。津軽三味線名人藤田淳一師の門下生となり、日本コロムビアより「津軽を弾いて津軽を唄う」を発売。平成12年に小諸市に移住、津軽じょんがら座を設立。現在も公演を続け、三味線や民謡の指導を行っている</a></td><td class="date">2023-10-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125469">13</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/125469.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「藤本蚕業/史料を見合おう会10/22」10/22(日)午後、藤本蚕業歴史館で「藤本蚕業/史料を見合おう会1stトライアル」を実施しました。ハイブリッドで文書館に気軽にアクセスできるようになり、場所を問わず、閲覧したりみんなで見合えたりしたらぐっと利便性が高まります。史料の利用可能性が広がります。

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

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

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

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

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

最初の約25分はイベントの</a></td><td class="date">2023-10-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=124974">14</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/124974.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信毎メディアガーデンとメディアの未来」社会が変容し地方紙はいずれなくなるのではないかとも言われています。長野県における地方紙の雄「信濃毎日新聞」(通称信毎)が今後どう変容するのかは私にとっても関心の的です。

信毎メディアガーデンがオープンしたのは2018年のこと。正直なところ未来を示すものが何もない。駐車場もなく利便性も悪い。今時このようなテナント形式のコミュニティゾーンを求めている人はあまりいないのでは？　平成の頃まではこういう施設はまだあったかもしれない感がします。このメディア企業、本当にこれからも大丈夫なの？と心配です。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/124974.jpg" alt="信毎メディアガーデンとメディアの未来" title="信毎メディアガーデンとメディアの未来" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=124974">信毎メディアガーデンとメディアの未来</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=124974">社会が変容し地方紙はいずれなくなるのではないかとも言われています。長野県における地方紙の雄「信濃毎日新聞」(通称信毎)が今後どう変容するのかは私にとっても関心の的です。

信毎メディアガーデンがオープンしたのは2018年のこと。正直なところ未来を示すものが何もない。駐車場もなく利便性も悪い。今時このようなテナント形式のコミュニティゾーンを求めている人はあまりいないのでは？　平成の頃まではこういう施設はまだあったかもしれない感がします。このメディア企業、本当にこれからも大丈夫なの？と心配です。</a></td><td class="date">2023-08-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54612">15</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=54566">16</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「篠ノ井日曜新聞」昭和25年9月3日(創刊)～12月24日
＜新聞目録作成中＞
　（大見出し，記事，キーワード）"><img src="https://d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="篠ノ井日曜新聞" title="篠ノ井日曜新聞" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54566">篠ノ井日曜新聞</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54566">昭和25年9月3日(創刊)～12月24日
＜新聞目録作成中＞
　（大見出し，記事，キーワード）</a></td><td class="date">2023-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54565">17</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/664/054565.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「篠ノ井日曜新聞昭和25年(9月3日～12月24日）」長野市合併前の篠ノ井町時代の毎週日曜に発行されていた新聞。"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="篠ノ井日曜新聞昭和25年(9月3日～12月24日）" title="篠ノ井日曜新聞昭和25年(9月3日～12月24日）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54565">篠ノ井日曜新聞昭和25年(9月3日～12月24日）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54565">長野市合併前の篠ノ井町時代の毎週日曜に発行されていた新聞。</a></td><td class="date">2023-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54506">18</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/105/054506.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西塩田時報から学ぶライフハック④」　西塩田公報には『家庭メモ』というコラムがあり、生活に役立つコツやレシピなどを紹介している。
　ここでは私が気になった記事を紹介していく。

～この記事で知ることができるライフハック一覧～
・味噌のカビを防ぐには笹の葉を表面に敷き詰める
・食塩をさらさらのまま保存するには、容器の底に粉炭を入れてその上にザラ紙（新聞紙などのわら半紙）を12枚敷き詰めておく
・水虫対策には、煎茶を患部に当てる
・切り傷に応急手当には、煙草の粉を患部に当てておくと出血が止まる
・醤油の白カビを防ぐには容器に焼酎を入れておく
・やけどをしたときにはきゅうりの種を綿にしみこませて患部に当てると痛みも引き水ぶくれにもならない。

今回は応急手当だったり、調味料の保存法の知恵ですね。私が気になったのは「煙草の粉」"><img src="https://d-commons.info/upload/4/105/thumbnails/054506.jpg" alt="西塩田時報から学ぶライフハック④" title="西塩田時報から学ぶライフハック④" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54506">西塩田時報から学ぶライフハック④</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54506">　西塩田公報には『家庭メモ』というコラムがあり、生活に役立つコツやレシピなどを紹介している。
　ここでは私が気になった記事を紹介していく。

～この記事で知ることができるライフハック一覧～
・味噌のカビを防ぐには笹の葉を表面に敷き詰める
・食塩をさらさらのまま保存するには、容器の底に粉炭を入れてその上にザラ紙（新聞紙などのわら半紙）を12枚敷き詰めておく
・水虫対策には、煎茶を患部に当てる
・切り傷に応急手当には、煙草の粉を患部に当てておくと出血が止まる
・醤油の白カビを防ぐには容器に焼酎を入れておく
・やけどをしたときにはきゅうりの種を綿にしみこませて患部に当てると痛みも引き水ぶくれにもならない。

今回は応急手当だったり、調味料の保存法の知恵ですね。私が気になったのは「煙草の粉」</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54348">19</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=54315">20</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/621/054315.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦時版の新聞③「プロパガンダ映画」とまとめ」映画までもプロパガンダとして利用されていたことが分かる記事である。
イギリス領インドの青年を日本人(岡倉天心等)が助けるといった内容であると書かれている。
実際の人物までもプロパガンダ映画で使われていたことに驚いた。
岡倉天心の「東洋は一つ」という言葉を都合よく解釈し、戦争に利用したように感じる。

参考サイト
<a href=https://www.chunichi.co.jp/article/99966>【戦後７５年】戦時中の中部日本新聞をＰＤＦで読んでみよう</a>
2023年1月31日閲覧


▼この資料は以下から参照できます。
<a href=https://static.chunichi.co.jp/pdf/article/3644a289f4568ee51f3da205177da072.pdf?_gl=1*bafe1c*_ga*MTc2MTgxODkyOC4xNjc1MDU0MzA1*_ga_4EHYCN6SNM*MTY3NTEwMDY0My4yLjEuMTY3NTEwMjM3MC41OS4wLjA.*_ga_9H9L2202RR*MTY3NTEwMDY0My4yLjEuMTY3NTEwMjM2OS42MC4wLjA.&_ga=2.158981754.1571646507.1675054306-1761818928.1675054305>『中部日本戦時版』「"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="戦時版の新聞③「プロパガンダ映画」とまとめ" title="戦時版の新聞③「プロパガンダ映画」とまとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54315">戦時版の新聞③「プロパガンダ映画」とまとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54315">映画までもプロパガンダとして利用されていたことが分かる記事である。
イギリス領インドの青年を日本人(岡倉天心等)が助けるといった内容であると書かれている。
実際の人物までもプロパガンダ映画で使われていたことに驚いた。
岡倉天心の「東洋は一つ」という言葉を都合よく解釈し、戦争に利用したように感じる。

参考サイト
<a href=https://www.chunichi.co.jp/article/99966>【戦後７５年】戦時中の中部日本新聞をＰＤＦで読んでみよう</a>
2023年1月31日閲覧


▼この資料は以下から参照できます。
<a href=https://static.chunichi.co.jp/pdf/article/3644a289f4568ee51f3da205177da072.pdf?_gl=1*bafe1c*_ga*MTc2MTgxODkyOC4xNjc1MDU0MzA1*_ga_4EHYCN6SNM*MTY3NTEwMDY0My4yLjEuMTY3NTEwMjM3MC41OS4wLjA.*_ga_9H9L2202RR*MTY3NTEwMDY0My4yLjEuMTY3NTEwMjM2OS42MC4wLjA.&_ga=2.158981754.1571646507.1675054306-1761818928.1675054305>『中部日本戦時版』「</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54314">21</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/621/054314.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦時版の新聞②」バチカン市国について書かれた記事である。しかし、内容は敵国(アメリカ、イギリス)に対する批判である。
現代の世界史とは違った視点から歴史を見ることができ、興味深く感じた。

参考サイト
<a href=https://www.chunichi.co.jp/article/99966>【戦後７５年】戦時中の中部日本新聞をＰＤＦで読んでみよう</a>
2023年1月31日閲覧

▼この資料は以下から参照できます。
<a href=https://static.chunichi.co.jp/pdf/article/aa9ac2e0848e1812513f6f4b85befdfb.pdf?_gl=1*3hdhpn*_ga*MTc2MTgxODkyOC4xNjc1MDU0MzA1*_ga_4EHYCN6SNM*MTY3NTEwMDY0My4yLjEuMTY3NTEwMDgyNC41NC4wLjA.*_ga_9H9L2202RR*MTY3NTEwMDY0My4yLjEuMTY3NTEwMDgyMy41NS4wLjA.&_ga=2.206173523.1571646507.1675054306-1761818928.1675054305>『中部日本戦時版』「戦争と闘ふヴアチカン 非道へ法王の睨み」（昭和19年3月16日）</a>"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="戦時版の新聞②" title="戦時版の新聞②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54314">戦時版の新聞②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54314">バチカン市国について書かれた記事である。しかし、内容は敵国(アメリカ、イギリス)に対する批判である。
現代の世界史とは違った視点から歴史を見ることができ、興味深く感じた。

参考サイト
<a href=https://www.chunichi.co.jp/article/99966>【戦後７５年】戦時中の中部日本新聞をＰＤＦで読んでみよう</a>
2023年1月31日閲覧

▼この資料は以下から参照できます。
<a href=https://static.chunichi.co.jp/pdf/article/aa9ac2e0848e1812513f6f4b85befdfb.pdf?_gl=1*3hdhpn*_ga*MTc2MTgxODkyOC4xNjc1MDU0MzA1*_ga_4EHYCN6SNM*MTY3NTEwMDY0My4yLjEuMTY3NTEwMDgyNC41NC4wLjA.*_ga_9H9L2202RR*MTY3NTEwMDY0My4yLjEuMTY3NTEwMDgyMy41NS4wLjA.&_ga=2.206173523.1571646507.1675054306-1761818928.1675054305>『中部日本戦時版』「戦争と闘ふヴアチカン 非道へ法王の睨み」（昭和19年3月16日）</a></a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54313">22</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/621/054313.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦時版の新聞①」選民思想をかき立たせるような書き方をしている記事であるように感じる。
情報媒体が限られていた時代であるため、このような偏った情報でも疑いようもなく受け入れられていたのだろうか。

参考サイト
<a href=https://www.chunichi.co.jp/article/99966>【戦後７５年】戦時中の中部日本新聞をＰＤＦで読んでみよう</a>
2023年1月31日閲覧

▼この資料は以下から参照できます。
<a href=https://static.chunichi.co.jp/pdf/article/3ab1cfa32e633a0e57493380114c4262.pdf?_gl=1*4cl5l1*_ga*MTc2MTgxODkyOC4xNjc1MDU0MzA1*_ga_4EHYCN6SNM*MTY3NTA1NDMwNi4xLjAuMTY3NTA1NDMwNy41OS4wLjA.*_ga_9H9L2202RR*MTY3NTA1NDMwNi4xLjAuMTY3NTA1NDMwNi42MC4wLjA.&_ga=2.200397422.1571646507.1675054306-1761818928.1675054305>『中部日本戦時版』「我等の身体 これぞ日本人の優秀性」（昭和19年3月2日）</a>"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="戦時版の新聞①" title="戦時版の新聞①" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54313">戦時版の新聞①</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54313">選民思想をかき立たせるような書き方をしている記事であるように感じる。
情報媒体が限られていた時代であるため、このような偏った情報でも疑いようもなく受け入れられていたのだろうか。

参考サイト
<a href=https://www.chunichi.co.jp/article/99966>【戦後７５年】戦時中の中部日本新聞をＰＤＦで読んでみよう</a>
2023年1月31日閲覧

▼この資料は以下から参照できます。
<a href=https://static.chunichi.co.jp/pdf/article/3ab1cfa32e633a0e57493380114c4262.pdf?_gl=1*4cl5l1*_ga*MTc2MTgxODkyOC4xNjc1MDU0MzA1*_ga_4EHYCN6SNM*MTY3NTA1NDMwNi4xLjAuMTY3NTA1NDMwNy41OS4wLjA.*_ga_9H9L2202RR*MTY3NTA1NDMwNi4xLjAuMTY3NTA1NDMwNi42MC4wLjA.&_ga=2.200397422.1571646507.1675054306-1761818928.1675054305>『中部日本戦時版』「我等の身体 これぞ日本人の優秀性」（昭和19年3月2日）</a></a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54306">23</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/471/054306.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「記事２」　これらの記事から、満州事変後に、満洲国の移民の宣伝である、東京以外の地方ではそういう宣伝があれば全方位で、特にあの時代で影響力が高いの新聞で宣伝が多ければ、全面戦争の始まりのサインではないかと思う。

参考資料：西塩田時報(1937～)第161号～第180号　昭和十二年四月号　昭和十二年七月号　"><img src="https://d-commons.info/upload/4/471/thumbnails/054306.png" alt="記事２" title="記事２" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54306">記事２</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54306">　これらの記事から、満州事変後に、満洲国の移民の宣伝である、東京以外の地方ではそういう宣伝があれば全方位で、特にあの時代で影響力が高いの新聞で宣伝が多ければ、全面戦争の始まりのサインではないかと思う。

参考資料：西塩田時報(1937～)第161号～第180号　昭和十二年四月号　昭和十二年七月号　</a></td><td class="date">2023-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54194">24</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/416/054194.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦後80年で人々の価値観はどう動いたのか」　戦後日本において、新幹線が開通し、オリンピックが開催され、インターネットが普及する間に、日本人の価値観・人生観はその生活の様相とともに大きく動いてきたように思われる。そこで、戦前の人々の価値観は、現在を生きる我々から見ていかに違うのかを研究する。

　本記事では西塩田時報第百八十二號第五頁を取り上げて述べる。
「幹部修養講習會に出席して」という項目は、「原田晴章」なる人物が、「三好武治」なる人物の講演の一端を書くというもの。講演の内容は、主に支那事変(日中戦争の、当時の日本での呼び名の一つ)についてのものである。

「日本で今度の事變での勝利は精神力である」
「支那事變は世界に類の無立派なる所の正しき戰争である」

　このような記述がある。やはり根拠のない精神論や戦争を美化する意"><img src="https://d-commons.info/upload/4/416/thumbnails/054194.png" alt="戦後80年で人々の価値観はどう動いたのか" title="戦後80年で人々の価値観はどう動いたのか" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54194">戦後80年で人々の価値観はどう動いたのか</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54194">　戦後日本において、新幹線が開通し、オリンピックが開催され、インターネットが普及する間に、日本人の価値観・人生観はその生活の様相とともに大きく動いてきたように思われる。そこで、戦前の人々の価値観は、現在を生きる我々から見ていかに違うのかを研究する。

　本記事では西塩田時報第百八十二號第五頁を取り上げて述べる。
「幹部修養講習會に出席して」という項目は、「原田晴章」なる人物が、「三好武治」なる人物の講演の一端を書くというもの。講演の内容は、主に支那事変(日中戦争の、当時の日本での呼び名の一つ)についてのものである。

「日本で今度の事變での勝利は精神力である」
「支那事變は世界に類の無立派なる所の正しき戰争である」

　このような記述がある。やはり根拠のない精神論や戦争を美化する意</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54133">25</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/621/054133.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「大東亜戦争完遂映画会(『西塩田村公報』第5号4項)」農村でも映画会を開き、戦果を伝え、国民の団結力と忠誠心を強めていたと考えると、いかにマスメディアが戦争に利用されていたかが分かる。
上映されていたものはおそらく大本営の戦果発表だと思われる。そのアーカイブはNHKの戦争証言アーカイブス、戦時録音資料で参照できる。
この記事が書かれた当時(１９42年5月22日)は、日本軍が優勢であったとされる。アジア・太平洋戦争の転換期であるミッドウェー海戦はこの新聞が発行されて約2週間後に起こる。

NHK「戦争証言アーカイブ 戦時記録資料 勝利の記録」
<a href=https://www2.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/sp/list.cgi?cat=kiroku>https://www2.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/sp/list.cgi?cat=kiroku</a>
2023年1月25日閲覧

▼この記事は以下から参照できます。
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0930.jpg>#930 『西塩田村公"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="大東亜戦争完遂映画会(『西塩田村公報』第5号4項)" title="大東亜戦争完遂映画会(『西塩田村公報』第5号4項)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54133">大東亜戦争完遂映画会(『西塩田村公報』第5号4項)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54133">農村でも映画会を開き、戦果を伝え、国民の団結力と忠誠心を強めていたと考えると、いかにマスメディアが戦争に利用されていたかが分かる。
上映されていたものはおそらく大本営の戦果発表だと思われる。そのアーカイブはNHKの戦争証言アーカイブス、戦時録音資料で参照できる。
この記事が書かれた当時(１９42年5月22日)は、日本軍が優勢であったとされる。アジア・太平洋戦争の転換期であるミッドウェー海戦はこの新聞が発行されて約2週間後に起こる。

NHK「戦争証言アーカイブ 戦時記録資料 勝利の記録」
<a href=https://www2.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/sp/list.cgi?cat=kiroku>https://www2.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/sp/list.cgi?cat=kiroku</a>
2023年1月25日閲覧

▼この記事は以下から参照できます。
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0930.jpg>#930 『西塩田村公</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42639">26</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/652/042639.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「大正期の報知新聞紙上の映画宣伝に見られるタイポグラフィー」大正期に、新聞広告、商業ポスター、マッチなどの商品パッケージ等、広告を中心に重要視されるようになったタイポグラフィーだが、特に大正2年（1913）ころから映画広告に登場し、「キネマ文字」と呼ばれるようになった。
映画（当時で言う「活動写真」）は寄席、劇場に並ぶ大正期の三大大衆娯楽であり、「キネマ文字」の普及にも大きな力となったはずである。


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


報知新聞
第 17232 号、5 面、大正 14 年 1 月 22 日発行
東京、報知社</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42638">27</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/652/042638.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「大正期の新聞広告に用いられたタイポグラフィー」大正期に入ると、日本のタイポグラフィーは欧文書体の影響を受け、毛筆書体から離れた独特な書体が続々と登場した。広告効果としてのタイポグラフィーが重要視されるようになった。


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


 『新聞広告選集』大阪朝日新聞社・編　大阪朝日新聞社（1926）より引用</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42637">28</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/652/042637.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「明治中期の読売新聞紙上の広告に見られるタイポグラフィー」日本のタイポグラフィーは、平安から始まり江戸期までは、篆書（てんしょ）・隷書・楷書・行書・草書など毛筆を基にしたものであった。
明治に入り、欧文書体との融合が始まった。
写真のような明治中期の新聞広告には英語表記も見られるが、タイポグラフィーの多くはまだまだ毛筆書体を元にしている印象だ。

読売新聞　第 5751 号、4 面、明治 26 年 7 月 26 日発行
東京、日就社"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="明治中期の読売新聞紙上の広告に見られるタイポグラフィー" title="明治中期の読売新聞紙上の広告に見られるタイポグラフィー" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42637">明治中期の読売新聞紙上の広告に見られるタイポグラフィー</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42637">日本のタイポグラフィーは、平安から始まり江戸期までは、篆書（てんしょ）・隷書・楷書・行書・草書など毛筆を基にしたものであった。
明治に入り、欧文書体との融合が始まった。
写真のような明治中期の新聞広告には英語表記も見られるが、タイポグラフィーの多くはまだまだ毛筆書体を元にしている印象だ。

読売新聞　第 5751 号、4 面、明治 26 年 7 月 26 日発行
東京、日就社</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42468">29</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/646/042468.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「生活雑記（『西塩田時報』（1954）第82号（昭和7月3日）３頁）」日常の様子が描かれた雑記です。朝からご飯をつくり、主人を送り出し、洗濯をして…とせわしなく家事や畑仕事をこなす女性の姿が描かれています。
新聞をゆっくり読む暇もない様子の女性から、ひとときと書いたのはなぜかなと考えてしまいます。

▼この記事は以下から参照できます。
#1255 『西塩田公報』第82号(1954年7月5日)3頁

<a https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1255.jpg>
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1255.jpg</a>"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="生活雑記（『西塩田時報』（1954）第82号（昭和7月3日）３頁）" title="生活雑記（『西塩田時報』（1954）第82号（昭和7月3日）３頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42468">生活雑記（『西塩田時報』（1954）第82号（昭和7月3日）３頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42468">日常の様子が描かれた雑記です。朝からご飯をつくり、主人を送り出し、洗濯をして…とせわしなく家事や畑仕事をこなす女性の姿が描かれています。
新聞をゆっくり読む暇もない様子の女性から、ひとときと書いたのはなぜかなと考えてしまいます。

▼この記事は以下から参照できます。
#1255 『西塩田公報』第82号(1954年7月5日)3頁

<a https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1255.jpg>
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1255.jpg</a></a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42450">30</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/626/042450.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「運動のシーズン！（『西塩田時報』第70号（昭和4年9月1日）3頁）」運動促進を喚起する内容の記事である。まず「ゴム底足袋」というワードのインパクトがすごかった。また百年程度で足袋からいまの靴に進化していることにも驚いた。現在の新聞にあるような小さな広告だが面白さを感じた。

▼この記事は以下から参照できます。
#305『西塩田時報』第70号(1929年9月1日)3頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0305.jpg"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="運動のシーズン！（『西塩田時報』第70号（昭和4年9月1日）3頁）" title="運動のシーズン！（『西塩田時報』第70号（昭和4年9月1日）3頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42450">運動のシーズン！（『西塩田時報』第70号（昭和4年9月1日）3頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42450">運動促進を喚起する内容の記事である。まず「ゴム底足袋」というワードのインパクトがすごかった。また百年程度で足袋からいまの靴に進化していることにも驚いた。現在の新聞にあるような小さな広告だが面白さを感じた。

▼この記事は以下から参照できます。
#305『西塩田時報』第70号(1929年9月1日)3頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0305.jpg</a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=30982">31</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/562/030982.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「おまるのめのひ　（六）第１８１」不思議な日記を読んでいるようでした。昔の言葉なのに全部ひらがなで書いてあるのが面白いなと思いました。今の新聞でいうとあんずちゃん的な位置にある子供用の文章なのかと思いました。
私が子供だったらきっとこの文を読まずに外に遊びに行っているだろうなと思います。


参照元↓

https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns11_181to204.pdf
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1261.jpg</a>"><img src="https://d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="おまるのめのひ　（六）第１８１" title="おまるのめのひ　（六）第１８１" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=30982">おまるのめのひ　（六）第１８１</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=30982">不思議な日記を読んでいるようでした。昔の言葉なのに全部ひらがなで書いてあるのが面白いなと思いました。今の新聞でいうとあんずちゃん的な位置にある子供用の文章なのかと思いました。
私が子供だったらきっとこの文を読まずに外に遊びに行っているだろうなと思います。


参照元↓

https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns11_181to204.pdf
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1261.jpg</a></a></td><td class="date">2022-12-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=30968">32</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/620/030968.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「家庭心得帖（『西塩田時報』第６０号（１９５２年９月５日第２頁））」料理や洗濯、予定の立て方など、生活がプラスになる情報が掲載されています。
主婦の知恵などが新聞に載っているのは読んでいても面白く、実際に使える知識なのでためになると思いました。

▼この記事は以下から参照できます。
#1180 『西塩田公報』第60号(1952年9月5日)2頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1180.jpg"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="家庭心得帖（『西塩田時報』第６０号（１９５２年９月５日第２頁））" title="家庭心得帖（『西塩田時報』第６０号（１９５２年９月５日第２頁））" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=30968">家庭心得帖（『西塩田時報』第６０号（１９５２年９月５日第２頁））</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=30968">料理や洗濯、予定の立て方など、生活がプラスになる情報が掲載されています。
主婦の知恵などが新聞に載っているのは読んでいても面白く、実際に使える知識なのでためになると思いました。

▼この記事は以下から参照できます。
#1180 『西塩田公報』第60号(1952年9月5日)2頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1180.jpg</a></td><td class="date">2022-12-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8690">33</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「京城日報での１３回忌の記事」こちらは昭和５年１２月５日の京城日報です。11/12の冒頭に、志津衛１３回忌の法要が行われた記事が掲載されています。出火当時の様子や、その人柄、その後の家族の様子まで詳しく書かれています。外地であるはずの京城でも日本と同じように新聞が発刊されていること、当時の事件や広告記事など、現在とあまり変わりがないことに驚きます。
祖父俊三が京城大学在学中で、野球をしていると記載されています。上の兄たちとともに鈴木三兄弟と野球で有名だったそうです。"><img src="https://d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="京城日報での１３回忌の記事" title="京城日報での１３回忌の記事" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8690">京城日報での１３回忌の記事</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8690">こちらは昭和５年１２月５日の京城日報です。11/12の冒頭に、志津衛１３回忌の法要が行われた記事が掲載されています。出火当時の様子や、その人柄、その後の家族の様子まで詳しく書かれています。外地であるはずの京城でも日本と同じように新聞が発刊されていること、当時の事件や広告記事など、現在とあまり変わりがないことに驚きます。
祖父俊三が京城大学在学中で、野球をしていると記載されています。上の兄たちとともに鈴木三兄弟と野球で有名だったそうです。</a></td><td class="date">2022-02-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=7071">34</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/413/007071.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田電鉄別所線の軌跡を追う」上田の市街地に向かうとき、大学に行くとき、夕飯の買い物に行くとき…。皆さん少なくとも一度は、上田電鉄別所線を利用したことがあるのではないでしょうか。

別所線は今年で100周年を迎えたそうです。そこで私は、その100年の間にどういう改革やストーリーがあったのかを調べて発信しようと思います。

参考資料は、主に昔の文書や新聞記事、可能であれば別所線の運営に携わる方にインタビューが出来たら良いなと考えています。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/413/thumbnails/007071.jpg" alt="上田電鉄別所線の軌跡を追う" title="上田電鉄別所線の軌跡を追う" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=7071">上田電鉄別所線の軌跡を追う</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=7071">上田の市街地に向かうとき、大学に行くとき、夕飯の買い物に行くとき…。皆さん少なくとも一度は、上田電鉄別所線を利用したことがあるのではないでしょうか。

別所線は今年で100周年を迎えたそうです。そこで私は、その100年の間にどういう改革やストーリーがあったのかを調べて発信しようと思います。

参考資料は、主に昔の文書や新聞記事、可能であれば別所線の運営に携わる方にインタビューが出来たら良いなと考えています。</a></td><td class="date">2021-12-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5829">35</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/417/005829.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「入學前の家庭教育に就て(『西塩田時報』第1号(1947年1月25日)2頁)」初等科一年生を受け持つ先生が保護者へ向けて書いた、入学前までにできるようになっていてほしいことを示したもの。カタカナの読み書きの習得から毎朝顔を洗うなんてことまで書かれている。

今の新聞ではあまり見られない記事で、当時と今の新聞の在り方の違いが感じられる。
さらにタイトル横の“父兄の皆様”という言葉も最近は聞かなくなったなと。


▼このページは以下から参照できます。
#976 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0976.jpg>『西塩田時報[戦後]』第1号(1947年1月25日)2頁</a>"><img src="https://d-commons.info/upload/4/417/thumbnails/005829.jpg" alt="入學前の家庭教育に就て(『西塩田時報』第1号(1947年1月25日)2頁)" title="入學前の家庭教育に就て(『西塩田時報』第1号(1947年1月25日)2頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5829">入學前の家庭教育に就て(『西塩田時報』第1号(1947年1月25日)2頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5829">初等科一年生を受け持つ先生が保護者へ向けて書いた、入学前までにできるようになっていてほしいことを示したもの。カタカナの読み書きの習得から毎朝顔を洗うなんてことまで書かれている。

今の新聞ではあまり見られない記事で、当時と今の新聞の在り方の違いが感じられる。
さらにタイトル横の“父兄の皆様”という言葉も最近は聞かなくなったなと。


▼このページは以下から参照できます。
#976 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0976.jpg>『西塩田時報[戦後]』第1号(1947年1月25日)2頁</a></a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5825">36</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/398/005825.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「「西塩田時報」13号（1948年3月25日）1頁」自分は企業情報学にいるため新聞業の規範というタイトルに興味を持った。新聞業の人間が持つ責任や義務、その他の教訓のようなものが長々と書かれていた。自分たちも近代になり誰でも莫大な量の情報を扱えるようになった以上、見習うべきことや考えさせられることがあると感じた。#59 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0059.jpg>『西塩田時報』第13号(1924年12月1日)1頁</a>　　この記事は以下から参照できます"><img src="https://d-commons.info/upload/4/398/thumbnails/005825.png" alt="「西塩田時報」13号（1948年3月25日）1頁" title="「西塩田時報」13号（1948年3月25日）1頁" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5825">「西塩田時報」13号（1948年3月25日）1頁</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5825">自分は企業情報学にいるため新聞業の規範というタイトルに興味を持った。新聞業の人間が持つ責任や義務、その他の教訓のようなものが長々と書かれていた。自分たちも近代になり誰でも莫大な量の情報を扱えるようになった以上、見習うべきことや考えさせられることがあると感じた。#59 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0059.jpg>『西塩田時報』第13号(1924年12月1日)1頁</a>　　この記事は以下から参照できます</a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5814">37</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/421/005814.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「雪國 (『西塩田時報』第27号(1926年2月1日)4頁)」これは長野県の新聞社主催のスキー講習会の記事です。スキー自体は戦前からあったものと知っていたのですが、大正時代から今現在まで長野県で有名なスポーツとして楽しまれていることに文化としての完成度の高さを感じました。また、長野県も雪國としてふさわしい地なのだと思います。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/421/thumbnails/005814.jpg" alt="雪國 (『西塩田時報』第27号(1926年2月1日)4頁)" title="雪國 (『西塩田時報』第27号(1926年2月1日)4頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5814">雪國 (『西塩田時報』第27号(1926年2月1日)4頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5814">これは長野県の新聞社主催のスキー講習会の記事です。スキー自体は戦前からあったものと知っていたのですが、大正時代から今現在まで長野県で有名なスポーツとして楽しまれていることに文化としての完成度の高さを感じました。また、長野県も雪國としてふさわしい地なのだと思います。</a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5771">38</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/428/005771.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ああ、感激の優勝旗（『西塩田時報』第204号(1940年10月31日)6頁）」この資料は、上田市営運動場という場所で行われた体育大会の様子を記している。上田市営運動場という場所を調べて見たがどの施設のことを指しているのかがハッキリしなかった。というのも、この運動会が開催された昭和15年（1940年）には上田城跡公園陸上競技場はあったが、当時から陸上競技場という名で呼ばれていたと思われるため（勝俣英吉郎の銅像に記されている碑文に陸上競技場と記されていることから）、運動場という名前で新聞に載せるかどうかが怪しいと判断したためである。この体育大会では現在も競技として残っている100M走や800Mリレーの他に、バトンの代わりに俵を用いたリレーや手榴弾投という現在にはあまり聞かない競技が記されている。

現在の新聞では大会が開催されたことを掲載する際は、結果しか載せないことが多い"><img src="https://d-commons.info/upload/4/428/thumbnails/005771.jpg" alt="ああ、感激の優勝旗（『西塩田時報』第204号(1940年10月31日)6頁）" title="ああ、感激の優勝旗（『西塩田時報』第204号(1940年10月31日)6頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5771">ああ、感激の優勝旗（『西塩田時報』第204号(1940年10月31日)6頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5771">この資料は、上田市営運動場という場所で行われた体育大会の様子を記している。上田市営運動場という場所を調べて見たがどの施設のことを指しているのかがハッキリしなかった。というのも、この運動会が開催された昭和15年（1940年）には上田城跡公園陸上競技場はあったが、当時から陸上競技場という名で呼ばれていたと思われるため（勝俣英吉郎の銅像に記されている碑文に陸上競技場と記されていることから）、運動場という名前で新聞に載せるかどうかが怪しいと判断したためである。この体育大会では現在も競技として残っている100M走や800Mリレーの他に、バトンの代わりに俵を用いたリレーや手榴弾投という現在にはあまり聞かない競技が記されている。

現在の新聞では大会が開催されたことを掲載する際は、結果しか載せないことが多い</a></td><td class="date">2021-12-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4683">39</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/365/004683.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「地域メディアの在り方」　地域メディアの種類、特徴、課題を調査し、在り方を探る。

　地域メディアとは、一般的には日本全国ではなく、特定の地域を対象として情報を伝達する媒体とされている。
　「地域」の範囲として、都道府県や市区町村を1つの範囲とする分け方だけでなく、東北地方・九州地方といった広範囲な地域ブロックや、尾張地方・三河地方、県北・県南のような地理的・文化的背景で分けた地方、小さいものでは学区まで様々な分け方が存在している。
　「メディア」の種類には、新聞やフリーペーパーのような紙媒体、ラジオやテレビなどの音声を含むもの、ブログのようなwebが存在しており、それぞれ情報の発信者や情報量などに特徴がある。

　メディアの種類と特徴として、
・新聞は、一般的に情報の信憑性が高いと思ってもらいやすい、情報"><img src="https://d-commons.info/upload/4/365/thumbnails/004683.jpg" alt="地域メディアの在り方" title="地域メディアの在り方" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4683">地域メディアの在り方</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4683">　地域メディアの種類、特徴、課題を調査し、在り方を探る。

　地域メディアとは、一般的には日本全国ではなく、特定の地域を対象として情報を伝達する媒体とされている。
　「地域」の範囲として、都道府県や市区町村を1つの範囲とする分け方だけでなく、東北地方・九州地方といった広範囲な地域ブロックや、尾張地方・三河地方、県北・県南のような地理的・文化的背景で分けた地方、小さいものでは学区まで様々な分け方が存在している。
　「メディア」の種類には、新聞やフリーペーパーのような紙媒体、ラジオやテレビなどの音声を含むもの、ブログのようなwebが存在しており、それぞれ情報の発信者や情報量などに特徴がある。

　メディアの種類と特徴として、
・新聞は、一般的に情報の信憑性が高いと思ってもらいやすい、情報</a></td><td class="date">2021-07-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4677">40</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/39/004677.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州が蚕糸王国ってホント？ ポスト蚕糸業(産業)の視点から」信州が蚕糸王国ってホント？ ポスト蚕糸業(産業)の視点から（講演採録全文）
 講師：前川道博（長野大学企業情報学部教授）
▼元の講演はコチラ
https://youtu.be/yS-xdWDMTwE?t=2779

 信州学「信州の蚕糸業とシルクロード」講座 第2回
　2016年10月6日／まちなかキャンパスうえだ

<hr><h2>【１】蚕糸業って何？　蚕種製造、養蚕、製糸</h2>
<h3>■そもそも蚕糸業とは？</h3>
　今回、この講座は、多くの方に、後からも学習していただけるように、ということで、オンデマンド配信することを想定していますので、全く初めての方がこれを見ると「えっ？　蚕糸業って何？」、そういう基本的な疑問ですね。これを最初の方は誰もわからないわけです。その辺のところも含めてお話をさせていただきたいと思います。
<img src=https://www.d-commons.net/koza/silkroad2017/2-2/03.jpg>"><img src="https://d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/004677.jpg" alt="信州が蚕糸王国ってホント？ ポスト蚕糸業(産業)の視点から" title="信州が蚕糸王国ってホント？ ポスト蚕糸業(産業)の視点から" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4677">信州が蚕糸王国ってホント？ ポスト蚕糸業(産業)の視点から</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4677">信州が蚕糸王国ってホント？ ポスト蚕糸業(産業)の視点から（講演採録全文）
 講師：前川道博（長野大学企業情報学部教授）
▼元の講演はコチラ
https://youtu.be/yS-xdWDMTwE?t=2779

 信州学「信州の蚕糸業とシルクロード」講座 第2回
　2016年10月6日／まちなかキャンパスうえだ

<hr><h2>【１】蚕糸業って何？　蚕種製造、養蚕、製糸</h2>
<h3>■そもそも蚕糸業とは？</h3>
　今回、この講座は、多くの方に、後からも学習していただけるように、ということで、オンデマンド配信することを想定していますので、全く初めての方がこれを見ると「えっ？　蚕糸業って何？」、そういう基本的な疑問ですね。これを最初の方は誰もわからないわけです。その辺のところも含めてお話をさせていただきたいと思います。
<img src=https://www.d-commons.net/koza/silkroad2017/2-2/03.jpg></a></td><td class="date">2021-07-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4157">41</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/239/004157.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「在外資産補償関係(1955/昭和30年 殿城村)」下のリンクを選ぶと文書全体のPDFをダウンロード表示します。ダウンロード表示には時間がかかります。
<table><tr><td><a href=http://www.d-commons.net/koza/arch/32.pdf target=_blank><img src=https://d-commons.net/doc/icon/pdf.jpg alt=PDF></a></td><td><a href=http://www.d-commons.net/koza/arch/32.pdf target=_blank><font size=+2><b>在外資産補償関係(1955/昭和30年 殿城村)</b></font></a><br> 414頁／88MB</td></tr></table>
<table><tr><td><a href=https://d-commons.net/koza/arch/32.zip target=_blank><img src=https://d-commons.net/doc/icon/zip.jpg alt=PDF></td><td><a href=https://d-commons.net/koza/arch/32.zip target=_blank><b>全頁JPEG画像[長辺1280ピクセル]　ZIP形式で圧縮</b></a><br> 414ファイル／103MB</td></tr></table>

▼上田市公文書館資料情報
在外資産補償関係
ざいがいしさんほしょうかんけい
請求番号	01-S30-01-6977
文書の種類	旧役場文書
地域	殿城村
作成年度（和暦）	昭和3"><img src="https://d-commons.info/upload/4/239/thumbnails/004157.jpg" alt="在外資産補償関係(1955/昭和30年 殿城村)" title="在外資産補償関係(1955/昭和30年 殿城村)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4157">在外資産補償関係(1955/昭和30年 殿城村)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4157">下のリンクを選ぶと文書全体のPDFをダウンロード表示します。ダウンロード表示には時間がかかります。
<table><tr><td><a href=http://www.d-commons.net/koza/arch/32.pdf target=_blank><img src=https://d-commons.net/doc/icon/pdf.jpg alt=PDF></a></td><td><a href=http://www.d-commons.net/koza/arch/32.pdf target=_blank><font size=+2><b>在外資産補償関係(1955/昭和30年 殿城村)</b></font></a><br> 414頁／88MB</td></tr></table>
<table><tr><td><a href=https://d-commons.net/koza/arch/32.zip target=_blank><img src=https://d-commons.net/doc/icon/zip.jpg alt=PDF></td><td><a href=https://d-commons.net/koza/arch/32.zip target=_blank><b>全頁JPEG画像[長辺1280ピクセル]　ZIP形式で圧縮</b></a><br> 414ファイル／103MB</td></tr></table>

▼上田市公文書館資料情報
在外資産補償関係
ざいがいしさんほしょうかんけい
請求番号	01-S30-01-6977
文書の種類	旧役場文書
地域	殿城村
作成年度（和暦）	昭和3</a></td><td class="date">2021-03-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3892">42</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/296/003892.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「高崎だるま」群馬県ではだるまが有名である。どこのお店や家に行っても大小様々でデザインも豊富なだるまが飾られている。

○だるまの歴史○
だるまの発祥の地は群馬県の高崎市の少林山達磨寺だといわれている。高崎のだるまはもともと「富岡だるま」と呼ばれ親しまれてきた。しかし昭和30年に富岡が高崎市と合併し富岡村の名前が消えて以来、「高崎だるま」「縁起だるま」「副だるま」などの呼び名が付いた。だるまは江戸の人々が疫病から逃れるために、祈り、まじないを信じて作ったと考えられている。当時疱瘡が子どもの間で流行り、この病気は赤色を嫌うとされていたことから、早く治るようにとだるまには赤色に塗られた。疫病の予防法が見つかったことにより、だるまは農作祈願のための縁起物として買い求められるように変化した。特に群馬"><img src="https://d-commons.info/upload/4/296/thumbnails/003892.jpg" alt="高崎だるま" title="高崎だるま" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3892">高崎だるま</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3892">群馬県ではだるまが有名である。どこのお店や家に行っても大小様々でデザインも豊富なだるまが飾られている。

○だるまの歴史○
だるまの発祥の地は群馬県の高崎市の少林山達磨寺だといわれている。高崎のだるまはもともと「富岡だるま」と呼ばれ親しまれてきた。しかし昭和30年に富岡が高崎市と合併し富岡村の名前が消えて以来、「高崎だるま」「縁起だるま」「副だるま」などの呼び名が付いた。だるまは江戸の人々が疫病から逃れるために、祈り、まじないを信じて作ったと考えられている。当時疱瘡が子どもの間で流行り、この病気は赤色を嫌うとされていたことから、早く治るようにとだるまには赤色に塗られた。疫病の予防法が見つかったことにより、だるまは農作祈願のための縁起物として買い求められるように変化した。特に群馬</a></td><td class="date">2021-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3684">43</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/127/003684.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「卒業生の名簿（『西塩田公報』第47号(1951年3月10日)2頁）」この記事は西塩田時報に載っていた当時昭和26年3月の卒業生の名前が書かれています。

この記事の面白いところは今では恐らくあり得ないということです。

卒業生の名簿は顔写真が載っていないとしても名前は立派な個人情報です。
今の世の中で例えるならば、新聞にどこの学校を卒業した何組の誰さんと載る訳で様々な親御さんがいる中、このようなことになれば当然のごとくクレームが入るのではないかと思います。

誰でも読むことができる時報に公に個人情報を載せられるのはこの時代だからこそだと思うので、今とは異なるという意味で面白いなと感じました。

▼この記事は以下から参照できます。
#1124 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1124.jpg>『西塩田公報』第47号(1951年3月10日)2頁</a>"><img src="https://d-commons.info/upload/4/127/thumbnails/003684.jpg" alt="卒業生の名簿（『西塩田公報』第47号(1951年3月10日)2頁）" title="卒業生の名簿（『西塩田公報』第47号(1951年3月10日)2頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3684">卒業生の名簿（『西塩田公報』第47号(1951年3月10日)2頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3684">この記事は西塩田時報に載っていた当時昭和26年3月の卒業生の名前が書かれています。

この記事の面白いところは今では恐らくあり得ないということです。

卒業生の名簿は顔写真が載っていないとしても名前は立派な個人情報です。
今の世の中で例えるならば、新聞にどこの学校を卒業した何組の誰さんと載る訳で様々な親御さんがいる中、このようなことになれば当然のごとくクレームが入るのではないかと思います。

誰でも読むことができる時報に公に個人情報を載せられるのはこの時代だからこそだと思うので、今とは異なるという意味で面白いなと感じました。

▼この記事は以下から参照できます。
#1124 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1124.jpg>『西塩田公報』第47号(1951年3月10日)2頁</a></a></td><td class="date">2020-12-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3640">44</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/62/003640.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「君たちは幸福だ（『西塩田時報』第2号(1923年9月1日)4頁）」ヒコーキという作家か匿名住民が、同年に愛人と心中した有島武郎に影響されて自殺していく若者について語っている。

概要は「信じる人に命まで捧げられる君たちは幸福だ。今まで古い考えを壊していくのが若者であり、文化というやつなのだろう。」という感じなのだが、私には「信じる人に後先考えずに命まで捧げちゃう君たち若者はオメデタイ奴らだな」と皮肉っているように見えた。

このヒコーキという人は様々な記事でこのような皮肉を込めたような記事を書いているので、他の号でも探してみたい。

▼この記事は以下から確認できます
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0008.jpg>『西塩田時報』第2号(1923年9月1日)4頁</a>"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="君たちは幸福だ（『西塩田時報』第2号(1923年9月1日)4頁）" title="君たちは幸福だ（『西塩田時報』第2号(1923年9月1日)4頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3640">君たちは幸福だ（『西塩田時報』第2号(1923年9月1日)4頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3640">ヒコーキという作家か匿名住民が、同年に愛人と心中した有島武郎に影響されて自殺していく若者について語っている。

概要は「信じる人に命まで捧げられる君たちは幸福だ。今まで古い考えを壊していくのが若者であり、文化というやつなのだろう。」という感じなのだが、私には「信じる人に後先考えずに命まで捧げちゃう君たち若者はオメデタイ奴らだな」と皮肉っているように見えた。

このヒコーキという人は様々な記事でこのような皮肉を込めたような記事を書いているので、他の号でも探してみたい。

▼この記事は以下から確認できます
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0008.jpg>『西塩田時報』第2号(1923年9月1日)4頁</a></a></td><td class="date">2020-12-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3639">45</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/62/003639.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「禁酒（『西塩田時報』第1号(1923年7月1日)4頁）」全体がラップ調に感じられるほどテンポが良く、酒を飲むことで起こる様々な弊害を語っていた。最後には禁酒をして、貯金をしよう、と締めくくられるのだが、授業内であったように若者がこのような文章を書いていると思うと、いかに酒で壊れる部分が多く、いかに金銭的余裕がなかったかを伺わせる。

個人的パンチラインは、「ホントに仕様がない仕方がない。一生出世の望みがない。望みがないからやけが出る。～四百四病の其の本も、貧の病の原因も、酒でないとは言はせない。」のあたり。

▼この記事は以下から確認できます
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0004.jpg>『西塩田時報』第1号(1923年7月1日)4頁</a>"><img src="https://d-commons.info/img/noimage.png" alt="禁酒（『西塩田時報』第1号(1923年7月1日)4頁）" title="禁酒（『西塩田時報』第1号(1923年7月1日)4頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3639">禁酒（『西塩田時報』第1号(1923年7月1日)4頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3639">全体がラップ調に感じられるほどテンポが良く、酒を飲むことで起こる様々な弊害を語っていた。最後には禁酒をして、貯金をしよう、と締めくくられるのだが、授業内であったように若者がこのような文章を書いていると思うと、いかに酒で壊れる部分が多く、いかに金銭的余裕がなかったかを伺わせる。

個人的パンチラインは、「ホントに仕様がない仕方がない。一生出世の望みがない。望みがないからやけが出る。～四百四病の其の本も、貧の病の原因も、酒でないとは言はせない。」のあたり。

▼この記事は以下から確認できます
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0004.jpg>『西塩田時報』第1号(1923年7月1日)4頁</a></a></td><td class="date">2020-12-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3635">46</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/157/003635.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西塩田時報　第113号」私が二番目に面白いと思ったのはこの記事です。
いもち病について書かれていて、内容としてはイネなどがなってしまう病気とのことでした。
お米は貴重な食料資源だったので当時は新聞の一面を飾るほどの出来事だったのではないかと考えます。"><img src="https://d-commons.info/upload/4/157/thumbnails/003635.png" alt="西塩田時報　第113号" title="西塩田時報　第113号" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3635">西塩田時報　第113号</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3635">私が二番目に面白いと思ったのはこの記事です。
いもち病について書かれていて、内容としてはイネなどがなってしまう病気とのことでした。
お米は貴重な食料資源だったので当時は新聞の一面を飾るほどの出来事だったのではないかと考えます。</a></td><td class="date">2020-12-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2603">47</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/214/002603.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「尾澤木彫美術館の外観」尾澤木彫美術館は長野県上田市に位置する農民美術の美術館。館長の尾澤敏春氏およびその先代である尾澤千春氏の作品を数多く展示している。また世界各地の木彫人形も展示している。建物は新潟の豪雪地帯から移築した寄棟中門造の民家を改装したもの。

農民美術とは
長野県上田市を中心とした大正時代の工芸運動。東京美術学校を卒業し、パリで留学していた画家・山本鼎(1882～1946)が提唱した。冬場の副業として取り組み、農村の経済水準と文化水準を高めることを目指したもの。器や小物入れといった日用品から人形や木版画といった美術品、また手縫いや刺しゅう等その領域は多岐に渡る。

【参考文献】
石川義宗、禹在勇(2018)『長野県の木工文化：デザイン史から見た農民美術の意義』日本デザイン学会デザイン学研究概要集
神田愛子『"><img src="https://d-commons.info/upload/4/214/thumbnails/002603.jpg" alt="尾澤木彫美術館の外観" title="尾澤木彫美術館の外観" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2603">尾澤木彫美術館の外観</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2603">尾澤木彫美術館は長野県上田市に位置する農民美術の美術館。館長の尾澤敏春氏およびその先代である尾澤千春氏の作品を数多く展示している。また世界各地の木彫人形も展示している。建物は新潟の豪雪地帯から移築した寄棟中門造の民家を改装したもの。

農民美術とは
長野県上田市を中心とした大正時代の工芸運動。東京美術学校を卒業し、パリで留学していた画家・山本鼎(1882～1946)が提唱した。冬場の副業として取り組み、農村の経済水準と文化水準を高めることを目指したもの。器や小物入れといった日用品から人形や木版画といった美術品、また手縫いや刺しゅう等その領域は多岐に渡る。

【参考文献】
石川義宗、禹在勇(2018)『長野県の木工文化：デザイン史から見た農民美術の意義』日本デザイン学会デザイン学研究概要集
神田愛子『</a></td><td class="date">2020-07-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2476">48</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/191/002476.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「『上田市史・下巻』2/2(1940年)画像データ」ページ番号（画像データの連番）は表紙からの通し番号になっています。それぞれはJPG画像です。ダウンロードしてお使いください。

<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/shishi2/0647.jpg target=_blank>647ページ</a>　第四章　諸官衙
<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/shishi2/0648.jpg target=_blank>648ページ</a>
<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/shishi2/0649.jpg target=_blank>649ページ</a>
<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/shishi2/0650.jpg target=_blank>650ページ</a>
<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/shishi2/0651.jpg target=_blank>651ページ</a>
<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/shishi2/0652.jpg target=_blank>652ページ</a>
<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/shishi2/0653.jpg target=_blank>653ページ</a>
<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/shishi2/0654.jpg target=_blank>654ページ</a>
<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/s"><img src="https://d-commons.info/upload/4/191/thumbnails/002476.jpg" alt="『上田市史・下巻』2/2(1940年)画像データ" title="『上田市史・下巻』2/2(1940年)画像データ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2476">『上田市史・下巻』2/2(1940年)画像データ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2476">ページ番号（画像データの連番）は表紙からの通し番号になっています。それぞれはJPG画像です。ダウンロードしてお使いください。

<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/shishi2/0647.jpg target=_blank>647ページ</a>　第四章　諸官衙
<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/shishi2/0648.jpg target=_blank>648ページ</a>
<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/shishi2/0649.jpg target=_blank>649ページ</a>
<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/shishi2/0650.jpg target=_blank>650ページ</a>
<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/shishi2/0651.jpg target=_blank>651ページ</a>
<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/shishi2/0652.jpg target=_blank>652ページ</a>
<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/shishi2/0653.jpg target=_blank>653ページ</a>
<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/shishi2/0654.jpg target=_blank>654ページ</a>
<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/s</a></td><td class="date">2020-06-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=2463">49</a></td><td class="photo"><a href="https://d-commons.info/upload/4/191/002463.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「『信濃蚕糸業史・下巻』(1937年)」<div align=center>
<h2>『信濃蚕糸業史・下巻』(1937年)</h2>1602頁／容量 213MB
ダウンロード表示には時間がかかります。

<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/sanshi3.pdf target=_blank><img src=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/img/sanshi3.jpg height=480 width=360></a>

★<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/sanshi3-mokuji.pdf target=_blank>目次と奥付(抜粋・PDF)</a>
</div>

＜目次＞
製糸篇
　第一章　総論
　第二章　江戸時代信州各地に於ける製糸業の発達
　第三章　開港以後の製糸業
　第四章　日清戦争より世界大戦に至る時代
　第五章　大正時代
　第六章　現代
　第七章　製糸技術の変遷
　第八章　経営史
　第九章　皇室と信州蚕糸業
　第十章　本県製糸業者の米国視察と米国絹業者の入信
　第十一章　生糸貿易に関する史料

＜奥付＞
昭和十二年六月一日
昭和十二年六月五日"><img src="https://d-commons.info/upload/4/191/thumbnails/002463.jpg" alt="『信濃蚕糸業史・下巻』(1937年)" title="『信濃蚕糸業史・下巻』(1937年)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=2463">『信濃蚕糸業史・下巻』(1937年)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=2463"><div align=center>
<h2>『信濃蚕糸業史・下巻』(1937年)</h2>1602頁／容量 213MB
ダウンロード表示には時間がかかります。
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					<ul><li><a href="?c=&s=西塩田時報">西塩田時報(10)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史">歴史(9)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市">上田市(6)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸業">蚕糸業(4)</a></li><li><a href="?c=&s=産業史">産業史(4)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕">養蚕(4)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸業史">蚕糸業史(3)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸王国">蚕糸王国(3)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県">長野県(3)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃国">信濃国(3)</a></li><li><a href="?c=&s=上田町">上田町(3)</a></li><li><a href="?c=&s=郷土史">郷土史(3)</a></li><li><a href="?c=&s=地域史">地域史(3)</a></li><li><a href="?c=&s=新聞">新聞(3)</a></li><li><a href="?c=&s=時報">時報(3)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸王国信州">蚕糸王国信州(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市史">上田市史(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸">蚕糸(2)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃">信濃(2)</a></li><li><a href="?c=&s=製糸">製糸(2)</a></li><li><a href="?c=&s=文書">文書(2)</a></li><li><a href="?c=&s=近代">近代(2)</a></li><li><a href="?c=&s=料理">料理(2)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市">長野市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=篠ノ井">篠ノ井(2)</a></li><li><a href="?c=&s=篠ノ井日曜新聞">篠ノ井日曜新聞(2)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本蚕業歴史館">藤本蚕業歴史館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕都上田">蚕都上田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=書籍">書籍(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桑">桑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=栽桑">栽桑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桑苗">桑苗(1)</a></li><li><a href="?c=&s=製糸業">製糸業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生糸">生糸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術">農民美術(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術運動">農民美術運動(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農村">農村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山本鼎">山本鼎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=こっぱ人形">こっぱ人形(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尾澤木彫美術館">尾澤木彫美術館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尾澤敏春">尾澤敏春(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尾澤千春">尾澤千春(1)</a></li><li><a href="?c=&s=神川">神川(1)</a></li><li><a href="?c=&s=工芸品">工芸品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=木工品">木工品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=美術館">美術館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=禁酒">禁酒(1)</a></li><li><a href="?c=&s=酒">酒(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ヒコーキ">ヒコーキ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=幸福">幸福(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=群馬">群馬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高崎">高崎(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高崎だるま">高崎だるま(1)</a></li><li><a href="?c=&s=だるまの歴史">だるまの歴史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市公文書館">上田市公文書館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=公文書">公文書(1)</a></li><li><a href="?c=&s=昭和時代">昭和時代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=殿城">殿城(1)</a></li><li><a href="?c=&s=殿城村">殿城村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=在外資産補償">在外資産補償(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造">蚕種製造(1)</a></li><li><a href="?c=&s=前川道博">前川道博(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野大学">長野大学(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=上田蚕種">上田蚕種(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=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=サントミューゼ">サントミューゼ(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=上田紬">上田紬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州紬">信州紬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伝統的工芸品">伝統的工芸品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田蚕糸専門学校">上田蚕糸専門学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小県蚕業学校">小県蚕業学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=繊維工学">繊維工学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=素材開発">素材開発(1)</a></li><li><a href="?c=&s=シルクソープ">シルクソープ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=新しい蚕業">新しい蚕業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=世界遺産">世界遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=富岡製糸場">富岡製糸場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木志津衛">鈴木志津衛(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木江南">鈴木江南(1)</a></li><li><a href="?c=&s=京城日報">京城日報(1)</a></li><li><a href="?c=&s=家庭心得">家庭心得(1)</a></li><li><a href="?c=&s=知恵">知恵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=洗濯">洗濯(1)</a></li><li><a href="?c=&s=季節">季節(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州上田学">信州上田学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=面白記事">面白記事(1)</a></li><li><a href="?c=&s=おまるのめのひ">おまるのめのひ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=広告">広告(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生活">生活(1)</a></li><li><a href="?c=&s=雑記">雑記(1)</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(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=信毎メディアガーデン">信毎メディアガーデン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地方紙">地方紙(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松本市">松本市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=新聞社">新聞社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻">上塩尻(1)</a></li><li><a href="?c=&s=DX">DX(1)</a></li><li><a href="?c=&s=Zoom">Zoom(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸市">小諸市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=諸">諸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地産地消">地産地消(1)</a></li><li><a href="?c=&s=直売所">直売所(1)</a></li><li><a href="?c=&s=グルメ">グルメ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=パン">パン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=オーガニック">オーガニック(1)</a></li><li><a href="?c=&s=おすすめ">おすすめ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域発見">地域発見(1)</a></li><li><a href="?c=&s=部落ニュース">部落ニュース(1)</a></li><li><a href="?c=&s=北海道新聞">北海道新聞(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: '126260',
					name: 'Natural&Vegitable Shop のうのう（＋パン屋”麦の笑”）',
					lat: 36.36976909489961,
					lng: 138.1924680992961,
					contents: '<a href="?c=&p=126260">Natural&Vegitable Shop のうのう（＋パン屋”麦の笑”）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125469',
					name: '藤本蚕業/史料を見合おう会10/22',
					lat: 36.417436254195515,
					lng: 138.21646213531494,
					contents: '<a href="?c=&p=125469">藤本蚕業/史料を見合おう会10/22</a>'
			 }, 
					  {
					id: '124974',
					name: '信毎メディアガーデンとメディアの未来',
					lat: 36.23290900889801,
					lng: 137.9696586728096,
					contents: '<a href="?c=&p=124974">信毎メディアガーデンとメディアの未来</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4683',
					name: '地域メディアの在り方',
					lat: 36.36938157697832,
					lng: 138.2236108244976,
					contents: '<a href="?c=&p=4683">地域メディアの在り方</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4677',
					name: '信州が蚕糸王国ってホント？ ポスト蚕糸業(産業)の視点から',
					lat: 36.36938157697832,
					lng: 138.2236108244976,
					contents: '<a href="?c=&p=4677">信州が蚕糸王国ってホント？ ポスト蚕糸業(産業)の視点から</a>'
			 }, 
					  {
					id: '3635',
					name: '西塩田時報　第113号',
					lat: 36.359932363629675,
					lng: 138.19980485401544,
					contents: '<a href="?c=&p=3635">西塩田時報　第113号</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2603',
					name: '尾澤木彫美術館の外観',
					lat: 36.37893365161938,
					lng: 138.27664017677307,
					contents: '<a href="?c=&p=2603">尾澤木彫美術館の外観</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<54; 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>


