<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php</b> on line <b>39</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>51</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>52</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>53</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>55</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_attribute" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>63</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>64</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>65</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>66</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>67</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tag" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>99</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "t" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>110</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "all" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>112</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "n" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>113</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "r" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>114</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "v" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>122</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "kanrino_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>138</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "title_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>139</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tourokudate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>140</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueibasyo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>141</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueidate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>142</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "seireki_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>143</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sikityo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>144</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "ookisa_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>145</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "syozousya_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>146</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sankoubunken_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>147</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tikucode_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>148</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sagyobi_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>149</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $key_reg in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function_searchtop.php</b> on line <b>57</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>258</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>260</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>287</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>297</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>303</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>309</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_account" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>585</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
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JR高崎駅前にあったマンホール。
１つ目は汚水マンホール蓋。中央の模様は高崎市の下水マークとのこと。
２つ目は高崎市市制100周年記念の貼り紙マンホール。高崎市は1900年に市制を施行し2000年に市制100周年を迎えました。隣の前橋市の市制施行年は高崎よりも早い1892年です。
ちょうどこの時はJR高崎駅東口駅前にヤマダデンキLAB1が建設中でした。
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http://usagigasi1f2.starfree.jp/gunnma/takasaki/takasaki.html"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/127076.jpg" alt="マンホール：高崎市" title="マンホール：高崎市" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127076">マンホール：高崎市</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127076">2008/03/15の記録。
JR高崎駅前にあったマンホール。
１つ目は汚水マンホール蓋。中央の模様は高崎市の下水マークとのこと。
２つ目は高崎市市制100周年記念の貼り紙マンホール。高崎市は1900年に市制を施行し2000年に市制100周年を迎えました。隣の前橋市の市制施行年は高崎よりも早い1892年です。
ちょうどこの時はJR高崎駅東口駅前にヤマダデンキLAB1が建設中でした。

参考資料：高崎市のマンホール
http://usagigasi1f2.starfree.jp/gunnma/takasaki/takasaki.html</a></td><td class="date">2024-02-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127009">2</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/673/127009.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「紙資料のデジタルアーカイブ化②修正版」以前投稿した紙資料のデジタルアーカイブ化②の資料にいくつか修正をし、再度投稿を行いました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="紙資料のデジタルアーカイブ化②修正版" title="紙資料のデジタルアーカイブ化②修正版" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127009">紙資料のデジタルアーカイブ化②修正版</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127009">以前投稿した紙資料のデジタルアーカイブ化②の資料にいくつか修正をし、再度投稿を行いました。</a></td><td class="date">2024-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126960">3</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126960.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2023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2023成果報告

▼前川ゼミ2023成果報告 60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/0gbpV1QULsw?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）
〔地域デジタルアーカイブ〕
【1】竹中丈二(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/joji20021984>地域史料のデジタルアーカイブとその活用</a>
【2】久保山遥(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/j20034hkhk>デジタルアーカイブ化と社員日誌</a>
【3】石平飛揚(3年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/j21007hi2023>紙資料のデジタルアーカイブ化</a>
〔地域づくり支援〕
【4】福田晴紀(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/fukuharu76>メディアの活用と地域づくり</a>
【5】春原百々羽(3年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/EDENS99>地元上塩尻の文化の"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126960.jpg" alt="プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2023アウトカム" title="プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2023アウトカム" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126960">プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2023アウトカム</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126960">長野大学企業情報学部前川ゼミ／プロジェクト研究2023成果報告

▼前川ゼミ2023成果報告 60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/0gbpV1QULsw?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）
〔地域デジタルアーカイブ〕
【1】竹中丈二(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/joji20021984>地域史料のデジタルアーカイブとその活用</a>
【2】久保山遥(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/j20034hkhk>デジタルアーカイブ化と社員日誌</a>
【3】石平飛揚(3年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/j21007hi2023>紙資料のデジタルアーカイブ化</a>
〔地域づくり支援〕
【4】福田晴紀(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/fukuharu76>メディアの活用と地域づくり</a>
【5】春原百々羽(3年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/EDENS99>地元上塩尻の文化の</a></td><td class="date">2024-02-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126927">4</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/792/126927.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「北向観音の''絵馬''」北向観音堂に奉納されている絵馬はとても興味深い。馬の絵や、鬼退治の絵、善光寺地震などが描かれた絵馬がある。絵馬の由来は、神は馬に乗った姿で現れるとするため昔は本物の馬を奉納していたそう。しかし次第に木や紙、馬の像で代用するようになっていった。鎌倉時代以後には、絵馬の図柄は馬だけではなく多様なものが描かれるようになっていった。
一枚目の写真は板絵鬼女紅葉退治の絵馬。平安時代、信州戸隠山に住み悪事を働いた鬼を退治したとされる伝説。鬼女征伐の命令を受けた平維茂は、北向観音の加護によって退治することができたといわれている。
二枚目の写真は善光寺大地震の絵馬。一八四七年に御開帳でにぎわう善光寺を突然大地震が襲い、多くの人が亡くなった。絵馬の中央にいる市之助という人は、一五人の一行と旅を"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="北向観音の''絵馬''" title="北向観音の''絵馬''" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126927">北向観音の''絵馬''</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126927">北向観音堂に奉納されている絵馬はとても興味深い。馬の絵や、鬼退治の絵、善光寺地震などが描かれた絵馬がある。絵馬の由来は、神は馬に乗った姿で現れるとするため昔は本物の馬を奉納していたそう。しかし次第に木や紙、馬の像で代用するようになっていった。鎌倉時代以後には、絵馬の図柄は馬だけではなく多様なものが描かれるようになっていった。
一枚目の写真は板絵鬼女紅葉退治の絵馬。平安時代、信州戸隠山に住み悪事を働いた鬼を退治したとされる伝説。鬼女征伐の命令を受けた平維茂は、北向観音の加護によって退治することができたといわれている。
二枚目の写真は善光寺大地震の絵馬。一八四七年に御開帳でにぎわう善光寺を突然大地震が襲い、多くの人が亡くなった。絵馬の中央にいる市之助という人は、一五人の一行と旅を</a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126826">5</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/673/126826.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「紙資料のデジタルアーカイブ化②」2024年1月27日にプロジェクト研究発表会で発表した資料です。紙資料のデジタルアーカイブ化という題材で資料を作成しました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="紙資料のデジタルアーカイブ化②" title="紙資料のデジタルアーカイブ化②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126826">紙資料のデジタルアーカイブ化②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126826">2024年1月27日にプロジェクト研究発表会で発表した資料です。紙資料のデジタルアーカイブ化という題材で資料を作成しました。</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126822">6</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/164/126822.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「地域史料のデジタルアーカイブとその活用」前川ゼミでの集大成の発表を行いました。具体的には、4年次に行った書籍の3D撮影、史料の面白さを伝える動画の様子を中心にまとめています。これまでのデジタルアーカイブの様に単に史料と解説文を載せるだけでなくこの史料の何が重要で面白いかを伝えることや、紙面だけでなく物体としての史料を立体的に見せる必要性について述べています。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/164/thumbnails/126822.jpg" alt="地域史料のデジタルアーカイブとその活用" title="地域史料のデジタルアーカイブとその活用" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126822">地域史料のデジタルアーカイブとその活用</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126822">前川ゼミでの集大成の発表を行いました。具体的には、4年次に行った書籍の3D撮影、史料の面白さを伝える動画の様子を中心にまとめています。これまでのデジタルアーカイブの様に単に史料と解説文を載せるだけでなくこの史料の何が重要で面白いかを伝えることや、紙面だけでなく物体としての史料を立体的に見せる必要性について述べています。</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126797">7</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/752/126797.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「武屋御殿」　武屋御殿は、廃業した温泉旅館「たけや」を改装し、大河ドラマ『真田丸』の放送に合わせて、2015年に無料の歴史展示館として開館した。真田昌幸・幸村をモデルにした甲冑、陣羽織、真田十勇士の人形、つるし飾り、紙芝居などが展示されている。

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

　展示館はあまり広くないが、様々な民芸作品が展示されており、とても満足感があった。陣羽織を羽織って記念撮影ができるため、武将気分が味わえると思う。つるし飾りは、細部まで丁寧に作られていてきれいだった。</a></td><td class="date">2024-01-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126708">8</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/834/126708.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦前と戦後の北海道新聞における文化の移り変わり」まず初めに何故北海道新聞で文化の移り変わりを調べたかったのかというと西塩田時報で様々な大正から昭和にかけての記事を閲覧していた際に自分の地元ではどのように変化していったのか素直に興味を持ったからだ。

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

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

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

比較する新聞の年は1942年と2020年だ。北海道新聞は1942年に創刊された。1942年といえば日本は第二次世界大戦中であり、アメリカと戦っていた時期であった。実際の記事を見てみるとそれが伺える。下方に「アメリカの焦燥」と書かれた項目がある。当時の日本がアメリカを牽制していたのが分かる。さらに、「戰」や「諸勅令」といった今となっては使われなくなった漢字や表現が使われている。ここからも北海道での戦時中の緊張感が伝</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126678">9</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/828/126678.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「3Dデータを用いたデジタルアーカイブ２」　情報通信文化論の講義を通して、藤本産業歴史観の資料などから紙媒体の資料については学ぶことができたが、物体のアーカイブについてはあまり触れられていなかったため、深堀してみたいと思い、このテーマを選んだ。
　また、地元の郷土玩具について知ってもらいたいと思い、このテーマを選んだ。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="3Dデータを用いたデジタルアーカイブ２" title="3Dデータを用いたデジタルアーカイブ２" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126678">3Dデータを用いたデジタルアーカイブ２</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126678">　情報通信文化論の講義を通して、藤本産業歴史観の資料などから紙媒体の資料については学ぶことができたが、物体のアーカイブについてはあまり触れられていなかったため、深堀してみたいと思い、このテーマを選んだ。
　また、地元の郷土玩具について知ってもらいたいと思い、このテーマを選んだ。</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126400">10</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/838/126400.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上海より『西塩田時報』第101号(昭和7年4月1日)1頁」上海からの手紙



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)1頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns07_101to120.pdf"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="上海より『西塩田時報』第101号(昭和7年4月1日)1頁" title="上海より『西塩田時報』第101号(昭和7年4月1日)1頁" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126400">上海より『西塩田時報』第101号(昭和7年4月1日)1頁</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126400">上海からの手紙



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)1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=126302">11</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/673/126302.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「紙資料のデジタルアーカイブ化①」今年度の9月から１１月までの紙資料のデジタルアーカイブ化という題材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://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="紙資料のデジタルアーカイブ化①" title="紙資料のデジタルアーカイブ化①" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126302">紙資料のデジタルアーカイブ化①</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126302">今年度の9月から１１月までの紙資料のデジタルアーカイブ化という題材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">2023-12-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126260">12</a></td><td class="photo"><a href="https://www.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://www.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=125327">13</a></td><td class="photo"><a href="https://www.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://www.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=124974">14</a></td><td class="photo"><a href="https://www.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://www.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=55203">15</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/454/055203.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「二十四の瞳」何度もマイサイトで紹介している二十四の瞳。
前回の投稿で紹介した古本屋でカバー付きの本を見つけ購入。

昭和45年の本。
後ろには180円（今で言うと約414円）と書いてある。

現在のほんと異なり文字も小さくインクも薄い。紙は少し黄ばんでいるがそれもまたよし。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/454/thumbnails/055203.jpg" alt="二十四の瞳" title="二十四の瞳" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55203">二十四の瞳</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55203">何度もマイサイトで紹介している二十四の瞳。
前回の投稿で紹介した古本屋でカバー付きの本を見つけ購入。

昭和45年の本。
後ろには180円（今で言うと約414円）と書いてある。

現在のほんと異なり文字も小さくインクも薄い。紙は少し黄ばんでいるがそれもまたよし。</a></td><td class="date">2023-05-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54506">16</a></td><td class="photo"><a href="https://www.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://www.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=54387">17</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/624/054387.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「現代の名刺」現代の名刺は、名前、会社名、役職、住所、連絡先等、今まで紹介した名刺と比べて多くの内容が載っている。
また、左には青色のデザイン装飾があり、こういったデザインによってその人や会社の雰囲気を伝える事ができる。
紙質やその他加工も様々な種類があり、一人ひとりがこだわりの名刺を作ることができる。
現代の名刺は主に、自己紹介ツールとして使われている。また、信頼度は低いが身分証明にも使うことができる。

ビジネス名刺の無料デザインテンプレートver.11 (4色展開) | デザイン作成依頼はASOBOAD | フリーDL素材, 無料名刺・カードデザインテンプレート https://asobo-design.com/nex/template-92-42871.html


・まとめ
明治時代と現代の名刺を比較することで、明治時代の時代背景や、文化が読み取れたように思った。
しかし、今回考えたこと"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="現代の名刺" title="現代の名刺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54387">現代の名刺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54387">現代の名刺は、名前、会社名、役職、住所、連絡先等、今まで紹介した名刺と比べて多くの内容が載っている。
また、左には青色のデザイン装飾があり、こういったデザインによってその人や会社の雰囲気を伝える事ができる。
紙質やその他加工も様々な種類があり、一人ひとりがこだわりの名刺を作ることができる。
現代の名刺は主に、自己紹介ツールとして使われている。また、信頼度は低いが身分証明にも使うことができる。

ビジネス名刺の無料デザインテンプレートver.11 (4色展開) | デザイン作成依頼はASOBOAD | フリーDL素材, 無料名刺・カードデザインテンプレート https://asobo-design.com/nex/template-92-42871.html


・まとめ
明治時代と現代の名刺を比較することで、明治時代の時代背景や、文化が読み取れたように思った。
しかし、今回考えたこと</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54366">18</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/624/054366.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「支払い手形と名刺」「揚荷手形 通人馬会所」と書かれた封筒に入っていた、名刺と、手形である。
『なかに木版刷りの未使用の預かり手形が数枚と、中村六左衛門ら3人の名を書いた名刺が数枚入っている。幕末の金沢藩の通し人馬の賃銭の支払い手形である。中村六左衛門ら3人は、金沢藩の参勤交代の通し人馬を請け負っていた。』（覚（預切手記入用紙） | 信州デジタルコモンズ https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/library/02OD5160890000）

３人分の名前を一枚の紙に書いてあることから、紙が貴重だったのか、一人ひとりが名刺を用意する習慣がなかったのか、この時代の名刺は紙と筆さえあれば直ぐにできてしまうものだったのか、など様々な想像ができる。
また、この名刺は連絡などのために必要だったとされている。その割には住所などの情報が全く載っていないので、この"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="支払い手形と名刺" title="支払い手形と名刺" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54366">支払い手形と名刺</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54366">「揚荷手形 通人馬会所」と書かれた封筒に入っていた、名刺と、手形である。
『なかに木版刷りの未使用の預かり手形が数枚と、中村六左衛門ら3人の名を書いた名刺が数枚入っている。幕末の金沢藩の通し人馬の賃銭の支払い手形である。中村六左衛門ら3人は、金沢藩の参勤交代の通し人馬を請け負っていた。』（覚（預切手記入用紙） | 信州デジタルコモンズ https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/library/02OD5160890000）

３人分の名前を一枚の紙に書いてあることから、紙が貴重だったのか、一人ひとりが名刺を用意する習慣がなかったのか、この時代の名刺は紙と筆さえあれば直ぐにできてしまうものだったのか、など様々な想像ができる。
また、この名刺は連絡などのために必要だったとされている。その割には住所などの情報が全く載っていないので、この</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54348">19</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/654/054348.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「林倭衛 (はやししずえ)」父は、倭衛が小学校在学中に製糸工場経営に失敗し、明治４０年の春、倭衛と弟を実家の小林家にに預けたまま夜逃げ同様に東京へと出てしまいました。実家は上田駅に近い北天神町通りで蚕種用の和紙などを商っていましたが、倭衛は友人たちから離れ孤独にさいなまれましたが、同じ頃に同じ北天神町に移り住んだ馬場衛まさるが、生涯の友となりました。約１年の後にようやく父母の下に引き取られはしたものの、何かにつけて旧士族出身にこだわって失敗を繰り返す父に対して、倭衛は激しく不信を覚え続け、やがて少年の孤独感は次第に不屈な自立心へと成長していくのでした。
　明治４３年には印刷会社の給仕となり月給を得るようになると、近くの水彩画研究所の夜間部に入り、明るく旺盛な好奇心のままに、生涯にわたる美術関係の友人を"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="林倭衛 (はやししずえ)" title="林倭衛 (はやししずえ)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54348">林倭衛 (はやししずえ)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54348">父は、倭衛が小学校在学中に製糸工場経営に失敗し、明治４０年の春、倭衛と弟を実家の小林家にに預けたまま夜逃げ同様に東京へと出てしまいました。実家は上田駅に近い北天神町通りで蚕種用の和紙などを商っていましたが、倭衛は友人たちから離れ孤独にさいなまれましたが、同じ頃に同じ北天神町に移り住んだ馬場衛まさるが、生涯の友となりました。約１年の後にようやく父母の下に引き取られはしたものの、何かにつけて旧士族出身にこだわって失敗を繰り返す父に対して、倭衛は激しく不信を覚え続け、やがて少年の孤独感は次第に不屈な自立心へと成長していくのでした。
　明治４３年には印刷会社の給仕となり月給を得るようになると、近くの水彩画研究所の夜間部に入り、明るく旺盛な好奇心のままに、生涯にわたる美術関係の友人を</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54328">20</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/624/054328.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中村利貞の名刺十五枚②」名刺の書かれ方がバラバラで、恐らく今のような大量印刷ではなく一枚一枚作っていただろうことから、紙が貴重な時代だったことが伺える。
名刺は必要になったら少し作って足す、という習慣があったのだろうか？

内容はシンプルで、名前のみ印刷されているもの、それに加えて手書きか赤黒印で肩書が記されているものがある。

『名刺十五枚（中村利貞）』| 信州デジタルコモンズ| https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/library/02OD5170100000"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="中村利貞の名刺十五枚②" title="中村利貞の名刺十五枚②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54328">中村利貞の名刺十五枚②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54328">名刺の書かれ方がバラバラで、恐らく今のような大量印刷ではなく一枚一枚作っていただろうことから、紙が貴重な時代だったことが伺える。
名刺は必要になったら少し作って足す、という習慣があったのだろうか？

内容はシンプルで、名前のみ印刷されているもの、それに加えて手書きか赤黒印で肩書が記されているものがある。

『名刺十五枚（中村利貞）』| 信州デジタルコモンズ| https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/library/02OD5170100000</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54327">21</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/624/054327.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中村利貞の名刺十五枚①」明治１９年に古間・大井・平岡・穂波・富濃・荒瀬原・柏原の七つの村の連合戸長を務めた、中村利貞の名刺である。
名刺１５枚が反故紙に包まれている。反故紙は女性からの手紙を再利用したもののようだ。
七つの村を治める偉い人物でも、紙を無駄にできないぐらい、紙が貴重だったのだろうか。

『名刺十五枚（中村利貞）』| 信州デジタルコモンズ| https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/library/02OD5170100000"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="中村利貞の名刺十五枚①" title="中村利貞の名刺十五枚①" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54327">中村利貞の名刺十五枚①</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54327">明治１９年に古間・大井・平岡・穂波・富濃・荒瀬原・柏原の七つの村の連合戸長を務めた、中村利貞の名刺である。
名刺１５枚が反故紙に包まれている。反故紙は女性からの手紙を再利用したもののようだ。
七つの村を治める偉い人物でも、紙を無駄にできないぐらい、紙が貴重だったのだろうか。

『名刺十五枚（中村利貞）』| 信州デジタルコモンズ| https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/library/02OD5170100000</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54322">22</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/657/054322.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小林一茶　一茶一代」小林一茶の詩や俳句がまとめられている資料である。
収録数は前編の発句が春、夏、秋の部がそれぞれ約1000、冬の部は約800、雑の部は22。俳諧歌は春の部62、夏の部30、秋の部54、冬の部28、雑の部59。文章は60。尺牘（手紙の類）は16。茶話は6。連句は春の部18、夏の部13、秋の部39、冬の部40、雑の部3。後編は発句が春の部120、夏の部95、秋の部101、冬の部49。連句は春の部3、秋の部５、冬の部２となっている。（信州デジタルコモンズより引用）
それぞれの編を春夏秋冬と編纂しているのがいかにもは俳諧師という感じがする。この集は一茶本人が出版したものではなく、一茶の息子である直樹が出版したもの。
読み物としてはほとんど古語で書かれているため、かなり難読で、アマゾンなどで現代語訳されたものが販売されているため、読んでみたいと"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="小林一茶　一茶一代" title="小林一茶　一茶一代" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54322">小林一茶　一茶一代</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54322">小林一茶の詩や俳句がまとめられている資料である。
収録数は前編の発句が春、夏、秋の部がそれぞれ約1000、冬の部は約800、雑の部は22。俳諧歌は春の部62、夏の部30、秋の部54、冬の部28、雑の部59。文章は60。尺牘（手紙の類）は16。茶話は6。連句は春の部18、夏の部13、秋の部39、冬の部40、雑の部3。後編は発句が春の部120、夏の部95、秋の部101、冬の部49。連句は春の部3、秋の部５、冬の部２となっている。（信州デジタルコモンズより引用）
それぞれの編を春夏秋冬と編纂しているのがいかにもは俳諧師という感じがする。この集は一茶本人が出版したものではなく、一茶の息子である直樹が出版したもの。
読み物としてはほとんど古語で書かれているため、かなり難読で、アマゾンなどで現代語訳されたものが販売されているため、読んでみたいと</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54276">23</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/464/054276.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「まとめ～武田信玄武将の起請文〔八三通〕～」写真の起請文は、武田信玄が配下の武将を、下郷(下之郷のこと。以下同じ)諏訪大明神(生島足島神社)へ集めて、信玄に絶対背かぬことを、神前で誓わせたものです。誓いの言葉を牛王紙の裏に書き、血判を押して、差し出させたもので、全国的に有名なものです。

この貴重な文書が生島足島神社に残っていることに歴史的な価値があると感じました。
https://museum.umic.jp/bunkazai/document2/089-1.html


武田信玄と信州は深い関わりがあり、その中でも生島足島神社に信玄がこだわったというのも面白く感じました。そして、信玄についてだけではなく当時の人びとがどのような宗教観や価値観を抱いていたのかを副産物として知ることができ、特定の人物だけでなく、社会がどのように動いていったのか文書から読み解けることにもつながることがわかりました"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/464/thumbnails/054276.jpg" alt="まとめ～武田信玄武将の起請文〔八三通〕～" title="まとめ～武田信玄武将の起請文〔八三通〕～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54276">まとめ～武田信玄武将の起請文〔八三通〕～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54276">写真の起請文は、武田信玄が配下の武将を、下郷(下之郷のこと。以下同じ)諏訪大明神(生島足島神社)へ集めて、信玄に絶対背かぬことを、神前で誓わせたものです。誓いの言葉を牛王紙の裏に書き、血判を押して、差し出させたもので、全国的に有名なものです。

この貴重な文書が生島足島神社に残っていることに歴史的な価値があると感じました。
https://museum.umic.jp/bunkazai/document2/089-1.html


武田信玄と信州は深い関わりがあり、その中でも生島足島神社に信玄がこだわったというのも面白く感じました。そして、信玄についてだけではなく当時の人びとがどのような宗教観や価値観を抱いていたのかを副産物として知ることができ、特定の人物だけでなく、社会がどのように動いていったのか文書から読み解けることにもつながることがわかりました</a></td><td class="date">2023-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54211">24</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/641/054211.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「くるみ生産量一位の長野が作る信州の銘菓　くるみのハーモニー」引用元：https://www.usagiya-ueda.com/blog

香ばしいビスケットの中に、ミルクキャラメルを絡めたくるみがたっぷりと詰められた人気のお菓子「くるみのハーモニー」。くるみの生産量全国一位の長野県が生んだこのお菓子は、おいしさが人気の理由なのはもちろんのこと、焼き色よく、サイズ感もかわいらしく、見た目も愛されるひとつの理由になっています。

そのパッケージデザインはいたってシンプルに仕上げられています。
お菓子の第一の特徴であるくるみのイラストが表面に印刷されており、あとは商品名が記載されているのみ。
歴史にゆかりある上田の地らしさがにじみ出たデザインだと感じました。商品の包みが和紙のような質感になっていることもこれを助長しているように見えます。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="くるみ生産量一位の長野が作る信州の銘菓　くるみのハーモニー" title="くるみ生産量一位の長野が作る信州の銘菓　くるみのハーモニー" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54211">くるみ生産量一位の長野が作る信州の銘菓　くるみのハーモニー</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54211">引用元：https://www.usagiya-ueda.com/blog

香ばしいビスケットの中に、ミルクキャラメルを絡めたくるみがたっぷりと詰められた人気のお菓子「くるみのハーモニー」。くるみの生産量全国一位の長野県が生んだこのお菓子は、おいしさが人気の理由なのはもちろんのこと、焼き色よく、サイズ感もかわいらしく、見た目も愛されるひとつの理由になっています。

そのパッケージデザインはいたってシンプルに仕上げられています。
お菓子の第一の特徴であるくるみのイラストが表面に印刷されており、あとは商品名が記載されているのみ。
歴史にゆかりある上田の地らしさがにじみ出たデザインだと感じました。商品の包みが和紙のような質感になっていることもこれを助長しているように見えます。</a></td><td class="date">2023-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42646">25</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/042646.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「一次資料としてのminiDV」これまで社会活動はビデオ映像に記録をしてきました。蚕都上田プロジェクトを始めたのは2008年のこと。当時の記録媒体はもっぱらminiDV(小型ビデオカセット)です。それから15年が経過し、当時は現役で活動された方もご高齢になったりお亡くなりになったり、社会の状況・様子も変遷し続けてきています。miniDVは個人的には1997年以来使い続け、記録テープは1000本を超えます（数えたことはありませんが）。

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

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

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

この年末年始、デスクワークの片隅でパ</a></td><td class="date">2023-01-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42645">26</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/311/042645.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「明治7・8年蚕種焼却(横浜）の写真 (1874)から」横浜に出荷された大量の蚕種（蚕卵紙）が焼却されるという衝撃的な出来事を写した写真に着目し、その背景を調査しました。
1860年代、ヨーロッパでは、蚕の伝染病「微粒子病」が蔓延しました。この代替品として、健全な蚕種を日本に買い求めたため、蚕種の輸出は増加し、高値で取引されました。ところが、ヨーロッパ各国が蚕病を克服すると需要は減退し、生産過剰となっため、政府は、輸出予定だった蚕種（蚕卵紙）を買収し、一部の優良紙を残して、他はすべて焼却処分したそうです。

【出典】藤本蚕業アーカイブ　https://d-commons.net/fujimoto-arch/（2023/1/10）
　史料ID[tf002] 明治7・8年横浜で蚕種焼却の写真 (1874)"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/311/thumbnails/042645.jpg" alt="明治7・8年蚕種焼却(横浜）の写真 (1874)から" title="明治7・8年蚕種焼却(横浜）の写真 (1874)から" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42645">明治7・8年蚕種焼却(横浜）の写真 (1874)から</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42645">横浜に出荷された大量の蚕種（蚕卵紙）が焼却されるという衝撃的な出来事を写した写真に着目し、その背景を調査しました。
1860年代、ヨーロッパでは、蚕の伝染病「微粒子病」が蔓延しました。この代替品として、健全な蚕種を日本に買い求めたため、蚕種の輸出は増加し、高値で取引されました。ところが、ヨーロッパ各国が蚕病を克服すると需要は減退し、生産過剰となっため、政府は、輸出予定だった蚕種（蚕卵紙）を買収し、一部の優良紙を残して、他はすべて焼却処分したそうです。

【出典】藤本蚕業アーカイブ　https://d-commons.net/fujimoto-arch/（2023/1/10）
　史料ID[tf002] 明治7・8年横浜で蚕種焼却の写真 (1874)</a></td><td class="date">2023-01-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42639">27</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/652/042639.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「大正期の報知新聞紙上の映画宣伝に見られるタイポグラフィー」大正期に、新聞広告、商業ポスター、マッチなどの商品パッケージ等、広告を中心に重要視されるようになったタイポグラフィーだが、特に大正2年（1913）ころから映画広告に登場し、「キネマ文字」と呼ばれるようになった。
映画（当時で言う「活動写真」）は寄席、劇場に並ぶ大正期の三大大衆娯楽であり、「キネマ文字」の普及にも大きな力となったはずである。


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


報知新聞
第 17232 号、5 面、大正 14 年 1 月 22 日発行
東京、報知社</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42637">28</a></td><td class="photo"><a href="https://www.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://www.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=42627">29</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/652/042627.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「手塚治虫・作品タイトルロゴ②」『手塚治虫表紙絵集』手塚治虫・著／森 晴路(手塚プロダクション資料室室長) ・監修／玄光社 (2016）より引用。
縦線・横線の極端なウェイト、横線が波打つ、重心が高いなど、「藤本蚕業報告書書体」に類似した特徴が見られる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="手塚治虫・作品タイトルロゴ②" title="手塚治虫・作品タイトルロゴ②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42627">手塚治虫・作品タイトルロゴ②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42627">『手塚治虫表紙絵集』手塚治虫・著／森 晴路(手塚プロダクション資料室室長) ・監修／玄光社 (2016）より引用。
縦線・横線の極端なウェイト、横線が波打つ、重心が高いなど、「藤本蚕業報告書書体」に類似した特徴が見られる。</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42625">30</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/652/042625.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「報告書文字③」藤本蚕業の膨大な資料の中に、独特な書体を用いて書かれた書類がある。
写真は昭和7年〜1４年（1932~39)の、8年間にわたる製造費及び労力所用調査。


藤本蚕業資料　[at24-1-1]表紙なしノート(1931)
（a5文書/戦前/土浦）"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="報告書文字③" title="報告書文字③" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42625">報告書文字③</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42625">藤本蚕業の膨大な資料の中に、独特な書体を用いて書かれた書類がある。
写真は昭和7年〜1４年（1932~39)の、8年間にわたる製造費及び労力所用調査。


藤本蚕業資料　[at24-1-1]表紙なしノート(1931)
（a5文書/戦前/土浦）</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42624">31</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/652/042624.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「報告書文字②」藤本蚕業の膨大な資料の中に、独特な書体を用いて書かれた書類がある。
写真は用度品在庫数の詳細。


藤本蚕業資料　[at24-1-1]表紙なしノート(1931)
（a5文書/戦前/土浦）"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="報告書文字②" title="報告書文字②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42624">報告書文字②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42624">藤本蚕業の膨大な資料の中に、独特な書体を用いて書かれた書類がある。
写真は用度品在庫数の詳細。


藤本蚕業資料　[at24-1-1]表紙なしノート(1931)
（a5文書/戦前/土浦）</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42623">32</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/652/042623.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「報告書文字①」藤本蚕業の膨大な資料の中に、独特な書体を用いて書かれた書類がある。
写真は折れ線グラフによる昭和6年〜12年（1931~37)の、7年間にわたる販売実績の報告。


藤本蚕業資料　[at24-1-1]表紙なしノート(1931)
（a5文書/戦前/土浦）"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="報告書文字①" title="報告書文字①" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42623">報告書文字①</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42623">藤本蚕業の膨大な資料の中に、独特な書体を用いて書かれた書類がある。
写真は折れ線グラフによる昭和6年〜12年（1931~37)の、7年間にわたる販売実績の報告。


藤本蚕業資料　[at24-1-1]表紙なしノート(1931)
（a5文書/戦前/土浦）</a></td><td class="date">2023-01-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=19279">33</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/45/019279.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「決算書」決算書表紙"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/45/thumbnails/019279.jpg" alt="決算書" title="決算書" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=19279">決算書</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=19279">決算書表紙</a></td><td class="date">2022-12-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11656">34</a></td><td class="photo"><a href="https://www.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://www.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=11554">35</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/586/011554.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「無言館」　太平洋戦争などで戦死した画学生の遺作や遺品を展示する、戦没画学生慰霊美術館　無言館。
　今年の24時間テレビのスペシャルドラマの題材にも取り上げられていたため以前から興味があり、今回初めて訪れることができた。
　「自問坂」という大変急な坂道を上った先の、コンクリート造りで静けさに包まれた館内には、画学生が出兵前や戦地にいる間に描いた作品や家族に送った手紙、画材などが展示されている。遺族が語る画学生の人物像や彼らとの思い出とともに作品を眺めることで、彼らが必死に作品に込めた家族や故郷への愛、絵画・彫刻への情熱を受け取れた気がした。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="無言館" title="無言館" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11554">無言館</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11554">　太平洋戦争などで戦死した画学生の遺作や遺品を展示する、戦没画学生慰霊美術館　無言館。
　今年の24時間テレビのスペシャルドラマの題材にも取り上げられていたため以前から興味があり、今回初めて訪れることができた。
　「自問坂」という大変急な坂道を上った先の、コンクリート造りで静けさに包まれた館内には、画学生が出兵前や戦地にいる間に描いた作品や家族に送った手紙、画材などが展示されている。遺族が語る画学生の人物像や彼らとの思い出とともに作品を眺めることで、彼らが必死に作品に込めた家族や故郷への愛、絵画・彫刻への情熱を受け取れた気がした。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11488">36</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の蚕業について⑤」常田館製糸場に行きました。飾ってあるクラフトの中には猫が多く「猫は蚕の神様です」という張り紙もあり、また、猫瓦というものも展示されていました。
上田の蚕業について記された記録には、「養蚕で恐ろしいことは、蚕が病気で死んでしまうことです。(中略)羽虫や鼠の防除にも配慮するよう注意しています。鼠は蚕を食べてしまうので、猫を飼ったり、猫の画を蚕室に貼ることも流行しました」(「上田市誌　近現代編(２)　蚕都上田の栄光」22ページ　上田市誌編さん委員会　平成15年3月1日信毎書籍印刷株式会社より)という記述があります。
公益社団法人　日本動物福祉協会のホームページでは、「【動物福祉】とは一言でいえば、『動物が精神的・肉体的に充分健康で、幸福であり、環境とも調和していること』です。」と紹介されています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の蚕業について⑤" title="上田の蚕業について⑤" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11488">上田の蚕業について⑤</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11488">常田館製糸場に行きました。飾ってあるクラフトの中には猫が多く「猫は蚕の神様です」という張り紙もあり、また、猫瓦というものも展示されていました。
上田の蚕業について記された記録には、「養蚕で恐ろしいことは、蚕が病気で死んでしまうことです。(中略)羽虫や鼠の防除にも配慮するよう注意しています。鼠は蚕を食べてしまうので、猫を飼ったり、猫の画を蚕室に貼ることも流行しました」(「上田市誌　近現代編(２)　蚕都上田の栄光」22ページ　上田市誌編さん委員会　平成15年3月1日信毎書籍印刷株式会社より)という記述があります。
公益社団法人　日本動物福祉協会のホームページでは、「【動物福祉】とは一言でいえば、『動物が精神的・肉体的に充分健康で、幸福であり、環境とも調和していること』です。」と紹介されています。</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10433">37</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/564/010433.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常設ランプ展」常田館製糸場の5階鉄筋倉庫のギャラリーには常設ランプ展があり、かさ地蔵やかわせみ、ねこ、サックスなど様々な和紙のランプシェードを見ることが出来ます。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常設ランプ展" title="常設ランプ展" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10433">常設ランプ展</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10433">常田館製糸場の5階鉄筋倉庫のギャラリーには常設ランプ展があり、かさ地蔵やかわせみ、ねこ、サックスなど様々な和紙のランプシェードを見ることが出来ます。</a></td><td class="date">2022-10-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10348">38</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/251/010348.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「國酒」立科町の茂田井宿には、昔ながらの酒造会社さんが２つあります。その中の１つ、大澤酒造さんは、昔ながらの蔵を参観できるように民俗資料館として、一般に開放しています。

その資料館の中に、「國酒」の色紙が何枚もありました。色紙の送り主を見ると、歴代の内閣総理大臣たちのお名前でした。

何百年も昔から、その地でお酒造りをしていること自体もとてもすごいことなのに、そこで作られたお酒が総理大臣に納められていると考えたら、鳥肌が立ちました。

長野の魅力を改めて気づけました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/251/thumbnails/010348.jpg" alt="國酒" title="國酒" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10348">國酒</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10348">立科町の茂田井宿には、昔ながらの酒造会社さんが２つあります。その中の１つ、大澤酒造さんは、昔ながらの蔵を参観できるように民俗資料館として、一般に開放しています。

その資料館の中に、「國酒」の色紙が何枚もありました。色紙の送り主を見ると、歴代の内閣総理大臣たちのお名前でした。

何百年も昔から、その地でお酒造りをしていること自体もとてもすごいことなのに、そこで作られたお酒が総理大臣に納められていると考えたら、鳥肌が立ちました。

長野の魅力を改めて気づけました。</a></td><td class="date">2022-10-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9583">39</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「スマートシティにおける上田市と千曲市の観光型MaaS・温泉MaaSの可能性」1.	はじめに
　この記事は、千曲市戸倉上山田温泉での温泉MaaSの取り組みの調査を行い、その調査をもとに上田市の別所温泉での温泉MaaSの課題と展望を考察していく。そして以上の考察を基に、観光型MaaSや温泉MaaSでの共通した重要となる要因を明らかにする。

2.	スマートシティの定義
そもそもスマートシティとは何かである。まずは、スマートシティの定義を整理することからはじめる。スマートシティとは、IoTやAIなどの最先端技術を活用し、エネルギーや交通網などのインフラを効率化することで生活やサービスの質を向上させた、人が住みやすい都市のことである。スマートシティという言葉の定義は、これまでも様々な機関で定義されている が、国土交通省によると「都市の抱える諸課題に対して、ICT 等の新技術を活用しつつ、マネジ メント"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="スマートシティにおける上田市と千曲市の観光型MaaS・温泉MaaSの可能性" title="スマートシティにおける上田市と千曲市の観光型MaaS・温泉MaaSの可能性" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9583">スマートシティにおける上田市と千曲市の観光型MaaS・温泉MaaSの可能性</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9583">1.	はじめに
　この記事は、千曲市戸倉上山田温泉での温泉MaaSの取り組みの調査を行い、その調査をもとに上田市の別所温泉での温泉MaaSの課題と展望を考察していく。そして以上の考察を基に、観光型MaaSや温泉MaaSでの共通した重要となる要因を明らかにする。

2.	スマートシティの定義
そもそもスマートシティとは何かである。まずは、スマートシティの定義を整理することからはじめる。スマートシティとは、IoTやAIなどの最先端技術を活用し、エネルギーや交通網などのインフラを効率化することで生活やサービスの質を向上させた、人が住みやすい都市のことである。スマートシティという言葉の定義は、これまでも様々な機関で定義されている が、国土交通省によると「都市の抱える諸課題に対して、ICT 等の新技術を活用しつつ、マネジ メント</a></td><td class="date">2022-08-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9573">40</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/464/009573.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市観光パンフレット」今回、上田市内を巡るときに入手したパンフレットは4つ。城下町の散策マップや、上田城の案内、さらに上田の旅ルートプランでは上田市内を地域ごと旅するときに観光地やご当地グルメの場所などが掲載されており、コースプランの例などものっているため、旅の計画にも役立つ上田の魅力情報満載である。
　しかし、欲を言うならスマホでも観光パンフレットをみれるような機能があればいいなと思う。パンフレットを出し入れするのも大変(個人的に…)だし、鞄にしまうときに折れ曲がってしまうこともある。スマホ片手に街歩きできれば便利であるなと感じた部分も少なくなかった。

みなさんは紙の観光パンフレット必要だと思いますか？"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/464/thumbnails/009573.jpg" alt="上田市観光パンフレット" title="上田市観光パンフレット" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9573">上田市観光パンフレット</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9573">今回、上田市内を巡るときに入手したパンフレットは4つ。城下町の散策マップや、上田城の案内、さらに上田の旅ルートプランでは上田市内を地域ごと旅するときに観光地やご当地グルメの場所などが掲載されており、コースプランの例などものっているため、旅の計画にも役立つ上田の魅力情報満載である。
　しかし、欲を言うならスマホでも観光パンフレットをみれるような機能があればいいなと思う。パンフレットを出し入れするのも大変(個人的に…)だし、鞄にしまうときに折れ曲がってしまうこともある。スマホ片手に街歩きできれば便利であるなと感じた部分も少なくなかった。

みなさんは紙の観光パンフレット必要だと思いますか？</a></td><td class="date">2022-08-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9571">41</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「加賀市の年表資料について」・調査理由と方法
今回、私は自身の地元である石川県加賀市の年表資料についてどうなっているのかを探求することにした。このテーマを選択した理由として、「地域情報メディア論」の講義を受講し地域メディアのオープンデータ化やデジタル化について学んだことで、自身の生まれ故郷では年表資料などはどのように扱われているのか（例えばデジタル化しているのか）、さらにはそれらの資料を有効に活用することが出来ているのかなどに対して興味を持ち、調べてみたいと感じた為である。今回は調査方法として講義内でも言及されていた「国立国会図書館デジタルコレクション」や加賀市のホームページなどを利用した。下記にその探求結果を記載する。

・調査結果
結論から言うと石川県加賀市の年表資料についてはそもそもデジタル化され"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="加賀市の年表資料について" title="加賀市の年表資料について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9571">加賀市の年表資料について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9571">・調査理由と方法
今回、私は自身の地元である石川県加賀市の年表資料についてどうなっているのかを探求することにした。このテーマを選択した理由として、「地域情報メディア論」の講義を受講し地域メディアのオープンデータ化やデジタル化について学んだことで、自身の生まれ故郷では年表資料などはどのように扱われているのか（例えばデジタル化しているのか）、さらにはそれらの資料を有効に活用することが出来ているのかなどに対して興味を持ち、調べてみたいと感じた為である。今回は調査方法として講義内でも言及されていた「国立国会図書館デジタルコレクション」や加賀市のホームページなどを利用した。下記にその探求結果を記載する。

・調査結果
結論から言うと石川県加賀市の年表資料についてはそもそもデジタル化され</a></td><td class="date">2022-08-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9570">42</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「現代に繋がる主導的産業の偏移について」　幕末の開港によって長野県は地域経済を世界につなげることになった。そこで長野県を国外まで広げる一翼を担ったのは生糸でした。
　長野県は外国との交流が始まると、器械製糸を取り入れ、養蚕や蚕種業の技術開発や改良に力を入れました。それで、蚕糸王国と呼ばれることになったわけです。長野県の近代のあゆみは養蚕や製糸業の盛衰に左右され長野県の命綱は、蚕糸業であったと断言して過言ではありません。
長野県の製糸業は県外や外国にまで進出し、日本の製糸の中心となります。なので、長野県内のいたるところの農家では養蚕が営まれました。
　蚕糸業は大正時代から昭和初年にかけて全盛期を迎えますが、1929年（昭和4）からの世界大恐慌の影響をうけ、製糸業を営む会社の倒産が相次ぎ、繭価の価値の大暴落のため生活を養蚕に"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="現代に繋がる主導的産業の偏移について" title="現代に繋がる主導的産業の偏移について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9570">現代に繋がる主導的産業の偏移について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9570">　幕末の開港によって長野県は地域経済を世界につなげることになった。そこで長野県を国外まで広げる一翼を担ったのは生糸でした。
　長野県は外国との交流が始まると、器械製糸を取り入れ、養蚕や蚕種業の技術開発や改良に力を入れました。それで、蚕糸王国と呼ばれることになったわけです。長野県の近代のあゆみは養蚕や製糸業の盛衰に左右され長野県の命綱は、蚕糸業であったと断言して過言ではありません。
長野県の製糸業は県外や外国にまで進出し、日本の製糸の中心となります。なので、長野県内のいたるところの農家では養蚕が営まれました。
　蚕糸業は大正時代から昭和初年にかけて全盛期を迎えますが、1929年（昭和4）からの世界大恐慌の影響をうけ、製糸業を営む会社の倒産が相次ぎ、繭価の価値の大暴落のため生活を養蚕に</a></td><td class="date">2022-08-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9568">43</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/464/009568.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市観光会館」上田城の目の前に位置する、上田市観光会館。1階はお土産処となっており、2階が観光案内所になっています。2階入口には、サマーウォーズのキャラクターたちの看板がお出迎えしてくれます。中に入ると、上田を舞台とした作品にちなんだ展示物があり、特に真田丸にちなんだ甲冑やとサマーウォーズをモチーフにした工芸品など、ファンにとっては欠かせないスポットになっています。上田市は映画のまちと言われるほど、多くの作品のロケ地になっていることをここに来てはじめてしりました。
　特に印象的だったものとしては、「聖地巡礼ノート」。表紙にはサマーウォーズでおなじみ細田守監督の直筆イラストが書かれています。これは案内所の窓口で見ることができ、旅の記録としてノートに直接書き込むことができます。現在ノートはNo.8まで"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/464/thumbnails/009568.jpg" alt="上田市観光会館" title="上田市観光会館" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9568">上田市観光会館</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9568">上田城の目の前に位置する、上田市観光会館。1階はお土産処となっており、2階が観光案内所になっています。2階入口には、サマーウォーズのキャラクターたちの看板がお出迎えしてくれます。中に入ると、上田を舞台とした作品にちなんだ展示物があり、特に真田丸にちなんだ甲冑やとサマーウォーズをモチーフにした工芸品など、ファンにとっては欠かせないスポットになっています。上田市は映画のまちと言われるほど、多くの作品のロケ地になっていることをここに来てはじめてしりました。
　特に印象的だったものとしては、「聖地巡礼ノート」。表紙にはサマーウォーズでおなじみ細田守監督の直筆イラストが書かれています。これは案内所の窓口で見ることができ、旅の記録としてノートに直接書き込むことができます。現在ノートはNo.8まで</a></td><td class="date">2022-08-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9555">44</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/465/009555.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「紙媒体とデジタル媒体のメリットデメリット」紙媒体のメリットデメリット、デジタル媒体のメリットデメリットを書き出してみる。画像を参照していただきたい。紙媒体とデジタル媒体それぞれにメリットデメリットが存在することが理解いただけたと思う。私はそれぞれのデメリットはもう一方のメリットであることが多いという考えに至った。どちらかのみではなく両方の媒体で保存させれば、データを後世に残しやすいと考える。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/465/thumbnails/009555.png" alt="紙媒体とデジタル媒体のメリットデメリット" title="紙媒体とデジタル媒体のメリットデメリット" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9555">紙媒体とデジタル媒体のメリットデメリット</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9555">紙媒体のメリットデメリット、デジタル媒体のメリットデメリットを書き出してみる。画像を参照していただきたい。紙媒体とデジタル媒体それぞれにメリットデメリットが存在することが理解いただけたと思う。私はそれぞれのデメリットはもう一方のメリットであることが多いという考えに至った。どちらかのみではなく両方の媒体で保存させれば、データを後世に残しやすいと考える。</a></td><td class="date">2022-08-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9554">45</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/465/009554.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「歴史的文献を後世に残すには？」資料館や博物館に大切に保管されている歴史的文献を保管するだけでなく、拝見しやすいように受け継いでいきたい。その時、文献の内容をどのように保管すればよいのだろう。紙媒体とデジタル媒体の大きく二つの観点から考えてみる。
各媒体の保存年数は写真のグラフより参照いただく。保存をすることを第一に考えると石や紙の優位性が見られるだろう。しかし石媒体は紙媒体より、紙媒体はデジタル媒体より書き込めるデータ量が小さくなる。そして保存する際かさばるという特徴もある。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/465/thumbnails/009554.png" alt="歴史的文献を後世に残すには？" title="歴史的文献を後世に残すには？" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9554">歴史的文献を後世に残すには？</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9554">資料館や博物館に大切に保管されている歴史的文献を保管するだけでなく、拝見しやすいように受け継いでいきたい。その時、文献の内容をどのように保管すればよいのだろう。紙媒体とデジタル媒体の大きく二つの観点から考えてみる。
各媒体の保存年数は写真のグラフより参照いただく。保存をすることを第一に考えると石や紙の優位性が見られるだろう。しかし石媒体は紙媒体より、紙媒体はデジタル媒体より書き込めるデータ量が小さくなる。そして保存する際かさばるという特徴もある。</a></td><td class="date">2022-08-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9545">46</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/009545.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「『本はどのように消えてゆくのか』を読む」書棚にあった本の一冊『本はどのように消えてゆくのか』(津野海太郎著、1996年)を自炊しタブレットで読みました。４半世紀も昔の本ながら、久しく置いておくだけになっていました。このように存在し続けている書籍という紙媒体の恩恵はそのようなところにあるのかとそのありがたさを改めて感じました。当時、デジタル化されていたらおそらく今手に取ることもなかったのではないか。デジタルデータの保全・継承の難しさは紙媒体をはるかに超える困難があります。

四半世紀経つと、当時、あるいはそれ以前当たり前だったことが忘却の彼方へと遠ざかりかねない危険に改めて気づかされました。木版から活版印刷へ、さらに写植オフセットへ。そういう変化があったか。記憶を新たにしたのは「ガリ版刷り」。そういえば私も大学生の頃までガリ"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/009545.jpg" alt="『本はどのように消えてゆくのか』を読む" title="『本はどのように消えてゆくのか』を読む" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9545">『本はどのように消えてゆくのか』を読む</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9545">書棚にあった本の一冊『本はどのように消えてゆくのか』(津野海太郎著、1996年)を自炊しタブレットで読みました。４半世紀も昔の本ながら、久しく置いておくだけになっていました。このように存在し続けている書籍という紙媒体の恩恵はそのようなところにあるのかとそのありがたさを改めて感じました。当時、デジタル化されていたらおそらく今手に取ることもなかったのではないか。デジタルデータの保全・継承の難しさは紙媒体をはるかに超える困難があります。

四半世紀経つと、当時、あるいはそれ以前当たり前だったことが忘却の彼方へと遠ざかりかねない危険に改めて気づかされました。木版から活版印刷へ、さらに写植オフセットへ。そういう変化があったか。記憶を新たにしたのは「ガリ版刷り」。そういえば私も大学生の頃までガリ</a></td><td class="date">2022-08-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9514">47</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/454/009514.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「志賀島」2022/07/19

福岡県福岡市志賀島へ。

志賀島といえば金印が発見された島としてしられている。
志賀島は島という名称がついているが実は陸続き。
２車線しかない細い道路で九州とつながっている。

志賀島は人生で二回目。
初めて行ったのは幼少期のためほとんど覚えていない。
今回の志賀島の目的は「志賀海神社」！

なんと、御朱印帳を忘れてしまい紙で御朱印帳をいただいた。
神社は山にあり目の前には海が広がっている。
素敵な神社。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/454/thumbnails/009514.jpg" alt="志賀島" title="志賀島" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9514">志賀島</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9514">2022/07/19

福岡県福岡市志賀島へ。

志賀島といえば金印が発見された島としてしられている。
志賀島は島という名称がついているが実は陸続き。
２車線しかない細い道路で九州とつながっている。

志賀島は人生で二回目。
初めて行ったのは幼少期のためほとんど覚えていない。
今回の志賀島の目的は「志賀海神社」！

なんと、御朱印帳を忘れてしまい紙で御朱印帳をいただいた。
神社は山にあり目の前には海が広がっている。
素敵な神社。</a></td><td class="date">2022-07-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9435">48</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/009435.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「古い本が並ぶ風景、つい手にしてみたくなる本は？」藤本蚕業歴史館は1908年に創業した藤本蚕業の文書・書籍を収蔵する文書館です。ロッカー33基に膨大な社内文書が分類整理されています。そのロッカーの上に並べられた本の横並び感がいい。年代が総じて古い。大正期から昭和期にかけてのものが多い。蚕種製造企業でありながら、本の雑多さにまず目が行きます。

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

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

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

これらの本の背表紙を眺めてみて、あなたがついつい手にしてみたくなる本、ありますか？</a></td><td class="date">2022-07-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9080">49</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/009080.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト2022/05/30」前川ゼミ・藤本蚕業チームの実質３日目は、地元の方々との情報交換がメイン。藤本蚕業が、あるいは蚕種製造が今とどうつながるのか、地域づくりに活かせるのかを緩く探りました。

その中で急浮上したインタレストの対象が「猫瓦」。各家々で解雇を育てていたこの地域ではそれぞれの屋敷の屋根に猫瓦を置いて、蚕の天敵であるネズミを追い払う信仰がありました。蚕種紙の袋には馬の絵が。蚕の卵にどうして馬なの？

多くの人が理解できない蚕種、それゆえに人々から忘れられてしまった蚕種。それと共に蚕種製造で栄えた塩尻地区も藤本も忘れられた存在となっています。知識循環型社会におけるインタレストの接点と地域づくり。一つの方向が早くも見えてきました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/009080.jpg" alt="前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト2022/05/30" title="前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト2022/05/30" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9080">前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト2022/05/30</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9080">前川ゼミ・藤本蚕業チームの実質３日目は、地元の方々との情報交換がメイン。藤本蚕業が、あるいは蚕種製造が今とどうつながるのか、地域づくりに活かせるのかを緩く探りました。

その中で急浮上したインタレストの対象が「猫瓦」。各家々で解雇を育てていたこの地域ではそれぞれの屋敷の屋根に猫瓦を置いて、蚕の天敵であるネズミを追い払う信仰がありました。蚕種紙の袋には馬の絵が。蚕の卵にどうして馬なの？

多くの人が理解できない蚕種、それゆえに人々から忘れられてしまった蚕種。それと共に蚕種製造で栄えた塩尻地区も藤本も忘れられた存在となっています。知識循環型社会におけるインタレストの接点と地域づくり。一つの方向が早くも見えてきました。</a></td><td class="date">2022-06-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9072">50</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/009072.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「昔懐かしい庶民アイテムの新たな蘇生」角川武蔵野ミュージアムの４階で「細野観光」と題する細野晴臣氏のデビュー50周年記念展が開かれていました。その会場の入口で関連のグッズ販売。ちょうちん、タオル、手ぬぐいなど昔懐かしい品々がことさらに商品化されて店頭に並んでいます。そう言えばタオルにのし紙を付け「感謝」と記していたかな？　と思い、一つ一つがちょっと懐かしく微笑ましくなりました。ついついほだされて「細野晴臣」イラストのトートバッグを買いました。

２階のミュージアムショップにはさらに物凄い物量、種類の「昔懐かしい庶民アイテム」の数々が陳列してありました。眺めているだけで楽しく、また、遠いありし日々の記憶が甦ってきて不思議にうれしくなります。招き猫、駄菓子入れのガラス瓶、銘仙の筆入れ、がま口、ぞうり、etc.　

新たな創作"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/009072.jpg" alt="昔懐かしい庶民アイテムの新たな蘇生" title="昔懐かしい庶民アイテムの新たな蘇生" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9072">昔懐かしい庶民アイテムの新たな蘇生</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9072">角川武蔵野ミュージアムの４階で「細野観光」と題する細野晴臣氏のデビュー50周年記念展が開かれていました。その会場の入口で関連のグッズ販売。ちょうちん、タオル、手ぬぐいなど昔懐かしい品々がことさらに商品化されて店頭に並んでいます。そう言えばタオルにのし紙を付け「感謝」と記していたかな？　と思い、一つ一つがちょっと懐かしく微笑ましくなりました。ついついほだされて「細野晴臣」イラストのトートバッグを買いました。

２階のミュージアムショップにはさらに物凄い物量、種類の「昔懐かしい庶民アイテム」の数々が陳列してありました。眺めているだけで楽しく、また、遠いありし日々の記憶が甦ってきて不思議にうれしくなります。招き猫、駄菓子入れのガラス瓶、銘仙の筆入れ、がま口、ぞうり、etc.　

新たな創作</a></td><td class="date">2022-06-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8889">51</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/008889.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「『埋もれた歴史』自費出版の労作」今から３年ぐらい前になるのかな？
ふだんは翻訳のお仕事をされている東郷えりかさんが歴史の探求で上田市に来られてその時にお話をお聞きし、上田市教育委員会にご案内しました。その探求成果を『埋もれた歴史』という書籍にまとめられました。それが２年前の2020年です。

書籍の表紙の写真にご注目ください。馬に乗る人物が最後の上田藩主松平忠礼です。その傍に佇む方が東郷さんの高祖父の方になります。この方は「<a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=4724>門倉伝次郎</a><font color=orange>[LINK]</font>」です。『<a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=2354>上田市史・下巻</a><font color=orange>[LINK]</font>』(1940年、1238～1239頁)に記されています。

幕末、上田藩上屋敷は隅田川に面した浅草瓦町、幕府の御蔵のすぐ隣にありました（「<a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=&p"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/008889.jpg" alt="『埋もれた歴史』自費出版の労作" title="『埋もれた歴史』自費出版の労作" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8889">『埋もれた歴史』自費出版の労作</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8889">今から３年ぐらい前になるのかな？
ふだんは翻訳のお仕事をされている東郷えりかさんが歴史の探求で上田市に来られてその時にお話をお聞きし、上田市教育委員会にご案内しました。その探求成果を『埋もれた歴史』という書籍にまとめられました。それが２年前の2020年です。

書籍の表紙の写真にご注目ください。馬に乗る人物が最後の上田藩主松平忠礼です。その傍に佇む方が東郷さんの高祖父の方になります。この方は「<a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=4724>門倉伝次郎</a><font color=orange>[LINK]</font>」です。『<a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=2354>上田市史・下巻</a><font color=orange>[LINK]</font>』(1940年、1238～1239頁)に記されています。

幕末、上田藩上屋敷は隅田川に面した浅草瓦町、幕府の御蔵のすぐ隣にありました（「<a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=&p</a></td><td class="date">2022-05-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8697">52</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「竹細工と麦わら」こちらは８冊目の竹細工と麦わら
大正４年９月５日印刷、８日発行です。
角源泉（すみげんせん）という方が寄贈したようで、その方と思われる顔写真がページの冒頭に挟まれています。wikiで調べてみると、和歌山出身（印鑑も紀州国となっています。）も日本の政治家で、のちに新宮市の市長も務められていた方でした。大正４年当時台湾総督府に赴任されていたようです。発行後１か月もしないうちに寄贈されているようですが、日本と台湾との物流網についても、ちょっと驚きます。台湾の図書館に保管されているものすべてを寄贈されたのか、これだけなのかはわかりませんが、同じ作者のものとして分類保管されています。整理番号を表紙に書き込むなど、ちょっと粗い管理にも、こうして大事に保管してくださっているので文句は言いますま"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="竹細工と麦わら" title="竹細工と麦わら" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8697">竹細工と麦わら</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8697">こちらは８冊目の竹細工と麦わら
大正４年９月５日印刷、８日発行です。
角源泉（すみげんせん）という方が寄贈したようで、その方と思われる顔写真がページの冒頭に挟まれています。wikiで調べてみると、和歌山出身（印鑑も紀州国となっています。）も日本の政治家で、のちに新宮市の市長も務められていた方でした。大正４年当時台湾総督府に赴任されていたようです。発行後１か月もしないうちに寄贈されているようですが、日本と台湾との物流網についても、ちょっと驚きます。台湾の図書館に保管されているものすべてを寄贈されたのか、これだけなのかはわかりませんが、同じ作者のものとして分類保管されています。整理番号を表紙に書き込むなど、ちょっと粗い管理にも、こうして大事に保管してくださっているので文句は言いますま</a></td><td class="date">2022-02-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8696">53</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「縫い取りと紐結び」こちらは７番目の縫い取りと紐結び
大正４年８月１８日印刷２２日発行、１０月に再版されています。
表紙が欠落しているのか、上製本の表紙が付けられています。実物は薄い冊子なので、この背表紙がどうついているのか？と思うのですが、実物は２か所を糸で綴じたものだったので、扱いによってはすぐにばらけてしまうかもしれません。この号は、裁縫をする女子向けに作ったと明言されています。水引などに使われるアワジ結びや蝶結びなどと、縫い取りとは刺繍の図案でしょうか？冒頭にも少し縫い方の説明もあります。花粉のように細かい縫い目でという記述にちょっと驚きます。幾何学的な模様やきのこなどのカワイイパターンなどが交互に掲載されています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="縫い取りと紐結び" title="縫い取りと紐結び" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8696">縫い取りと紐結び</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8696">こちらは７番目の縫い取りと紐結び
大正４年８月１８日印刷２２日発行、１０月に再版されています。
表紙が欠落しているのか、上製本の表紙が付けられています。実物は薄い冊子なので、この背表紙がどうついているのか？と思うのですが、実物は２か所を糸で綴じたものだったので、扱いによってはすぐにばらけてしまうかもしれません。この号は、裁縫をする女子向けに作ったと明言されています。水引などに使われるアワジ結びや蝶結びなどと、縫い取りとは刺繍の図案でしょうか？冒頭にも少し縫い方の説明もあります。花粉のように細かい縫い目でという記述にちょっと驚きます。幾何学的な模様やきのこなどのカワイイパターンなどが交互に掲載されています。</a></td><td class="date">2022-02-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8693">54</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「モンガタキリヌキ花の巻」それでは、台湾の図書館に保管されているもののデータを
あげていきたいと思います。

こちらが最初に発刊されたらしい、モンガタキリヌキ花の巻　大正４年２月２５日印刷、２８日発刊となっています。１０月に３版と増刷されています。
色は、実物が入手できたので、表紙はそちらをご覧ください。大正４年の印刷技術はどんなだったのか？活版だと思うのですが、表紙の多色使いは素晴らしいです。中身の色は、紫・水色・朱赤が２色ずつ組み合わされて表現されています。
長年の経験から編み出されたものだが、不具合があれば
、通信料を添えて問合せるよう書かれています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="モンガタキリヌキ花の巻" title="モンガタキリヌキ花の巻" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8693">モンガタキリヌキ花の巻</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8693">それでは、台湾の図書館に保管されているもののデータを
あげていきたいと思います。

こちらが最初に発刊されたらしい、モンガタキリヌキ花の巻　大正４年２月２５日印刷、２８日発刊となっています。１０月に３版と増刷されています。
色は、実物が入手できたので、表紙はそちらをご覧ください。大正４年の印刷技術はどんなだったのか？活版だと思うのですが、表紙の多色使いは素晴らしいです。中身の色は、紫・水色・朱赤が２色ずつ組み合わされて表現されています。
長年の経験から編み出されたものだが、不具合があれば
、通信料を添えて問合せるよう書かれています。</a></td><td class="date">2022-02-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8691">55</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/449/008691.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「最初に手にできたカミオリモノ」鈴木志津衛＝江南と確信が持てた頃、以前からネットで知ったカミオリモノの関係者？の方を訪ねた。
岡村康裕さんは、兵庫県伊丹市在住のオリガミやキリガミを極めている方。ご近所の蔵からでてきたカミオリモノの古書を残したいと忠実に復刻されたのだとか。評判を呼んで、国会図書館にも収蔵されています。
なにかわかるかもと折り紙教室にまで押しかけて事情を説明したところ、たまたまみつけただけで、著作権はなさそうなので復刻させてもらったと教えていただきました。残っていた貴重な１冊をお譲りいただくことができました。復刻判でしたが、初めて色のついた冊子を手にできた時は感激でした。このようなご縁のある方が隣の市に住んでいらっしゃるのも何かの縁かなと感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/449/thumbnails/008691.jpg" alt="最初に手にできたカミオリモノ" title="最初に手にできたカミオリモノ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8691">最初に手にできたカミオリモノ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8691">鈴木志津衛＝江南と確信が持てた頃、以前からネットで知ったカミオリモノの関係者？の方を訪ねた。
岡村康裕さんは、兵庫県伊丹市在住のオリガミやキリガミを極めている方。ご近所の蔵からでてきたカミオリモノの古書を残したいと忠実に復刻されたのだとか。評判を呼んで、国会図書館にも収蔵されています。
なにかわかるかもと折り紙教室にまで押しかけて事情を説明したところ、たまたまみつけただけで、著作権はなさそうなので復刻させてもらったと教えていただきました。残っていた貴重な１冊をお譲りいただくことができました。復刻判でしたが、初めて色のついた冊子を手にできた時は感激でした。このようなご縁のある方が隣の市に住んでいらっしゃるのも何かの縁かなと感じました。</a></td><td class="date">2022-02-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8689">56</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「キリヌキ十二月」こちらは、はとこが台湾の図書館から自炊してくれたデータ。モノクロスキャナーだったので、白黒ですが中身を確認することができます。１０冊分あります。
こちらは、１２か月の歳時記に合わせた切り紙細工が載っているもので、鈴木江南を知ったきっかけである黒岩比佐子さんが紹介されたものと同じ内容です。
秋山真澄という方が、序文を書いていますが、そのあとは切り紙の作り方の説明とともに、子ども向けの歳時記に書かれた文章が、他の冊子よりも多く、その人柄を感じられて一番好きなもので、大正４年４月に発刊されています。既に発刊されていた花の巻などで使われた切り紙も載っていて、切り口を変えたまとめのような感じになったいます。ちなみに花の他に、雪、月とあり、雪月花を切り口にまとめられています。月の巻きのデ"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="キリヌキ十二月" title="キリヌキ十二月" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8689">キリヌキ十二月</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8689">こちらは、はとこが台湾の図書館から自炊してくれたデータ。モノクロスキャナーだったので、白黒ですが中身を確認することができます。１０冊分あります。
こちらは、１２か月の歳時記に合わせた切り紙細工が載っているもので、鈴木江南を知ったきっかけである黒岩比佐子さんが紹介されたものと同じ内容です。
秋山真澄という方が、序文を書いていますが、そのあとは切り紙の作り方の説明とともに、子ども向けの歳時記に書かれた文章が、他の冊子よりも多く、その人柄を感じられて一番好きなもので、大正４年４月に発刊されています。既に発刊されていた花の巻などで使われた切り紙も載っていて、切り口を変えたまとめのような感じになったいます。ちなみに花の他に、雪、月とあり、雪月花を切り口にまとめられています。月の巻きのデ</a></td><td class="date">2022-02-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8683">57</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/449/008683.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「発行元とシリーズ」先のサイクモノの裏表紙にある発行元、シリーズ等が記載されています。
東京教育大学の推薦図書といった宣伝文句があります。
12冊ほど発行の計画があったようです。最終の粘土、針金、木から、ヲリガミ細工に変更になったようですが、12冊と図解キリガミ12か月の13冊発行されたようです。
大正４年の２月から１１月頃にかけて、順次発行されていて、印刷した三日後ぐらいには発行となっています。
片面印刷したものを２折にして糸で２か所綴じてあります。発行部数がいくらかわかりませんが、なかなかの短納期です。中には再版、３版もあったようです。
一冊拾八銭で、送料２銭、６冊セットや１２冊セットなどで販売もしていたようです。
印刷所は神田三崎町にあった博信堂という印刷所、印刷した人の名前も書かれています。壬辰舎が"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/449/thumbnails/008683.jpg" alt="発行元とシリーズ" title="発行元とシリーズ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8683">発行元とシリーズ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8683">先のサイクモノの裏表紙にある発行元、シリーズ等が記載されています。
東京教育大学の推薦図書といった宣伝文句があります。
12冊ほど発行の計画があったようです。最終の粘土、針金、木から、ヲリガミ細工に変更になったようですが、12冊と図解キリガミ12か月の13冊発行されたようです。
大正４年の２月から１１月頃にかけて、順次発行されていて、印刷した三日後ぐらいには発行となっています。
片面印刷したものを２折にして糸で２か所綴じてあります。発行部数がいくらかわかりませんが、なかなかの短納期です。中には再版、３版もあったようです。
一冊拾八銭で、送料２銭、６冊セットや１２冊セットなどで販売もしていたようです。
印刷所は神田三崎町にあった博信堂という印刷所、印刷した人の名前も書かれています。壬辰舎が</a></td><td class="date">2022-02-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8678">58</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/449/008678.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「紙の書物とインターネット」キリガミ細工花の巻の中身です。今でも十分通用するクオリティで、残っている色も鮮やかです。紙がネットに取って代わられる危惧はありますが、紙の書物は、１００年以上経っても残っているのです。ネット上の情報はどうか？必要なものは残っていくのでしょうけれど、実態としてないものですね。どちらも必要に応じて必要なのでしょう。
二つがそろったので、ひ孫である私が見つけることができたのです。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/449/thumbnails/008678.jpg" alt="紙の書物とインターネット" title="紙の書物とインターネット" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8678">紙の書物とインターネット</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8678">キリガミ細工花の巻の中身です。今でも十分通用するクオリティで、残っている色も鮮やかです。紙がネットに取って代わられる危惧はありますが、紙の書物は、１００年以上経っても残っているのです。ネット上の情報はどうか？必要なものは残っていくのでしょうけれど、実態としてないものですね。どちらも必要に応じて必要なのでしょう。
二つがそろったので、ひ孫である私が見つけることができたのです。</a></td><td class="date">2022-02-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8677">59</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/449/008677.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「時間とともにネット上の情報が増えていく」たまたま書店で見つけた切り紙細工作家の方の本に紹介されていた鈴木江南著の本を、初めてカラーで見ました。その方もどこかの古本で手に入れられたのでしょう。
そのうち、古書の売買を専門にするサイトや、個人の所蔵品の売り買いのサイトができて、運よく実物を見つけることができるようになりました。手の届かない値段でない限り入手するようにしています。
こちらは、モンガタキリヌキ花の巻、シリーズになっている冊子の１号めだと思われます。裏表紙には、三越のマークが入っていて、何色かの色紙の付録がついた紙ファイルに収められています。一冊拾八銭とあります。。
古い本がアーカイブ化されネット上で見ることができるようにもなってきました。
東京や大阪にある国会図書館もネット検索で、少年少女向けの雑誌に、記事"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/449/thumbnails/008677.jpg" alt="時間とともにネット上の情報が増えていく" title="時間とともにネット上の情報が増えていく" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8677">時間とともにネット上の情報が増えていく</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8677">たまたま書店で見つけた切り紙細工作家の方の本に紹介されていた鈴木江南著の本を、初めてカラーで見ました。その方もどこかの古本で手に入れられたのでしょう。
そのうち、古書の売買を専門にするサイトや、個人の所蔵品の売り買いのサイトができて、運よく実物を見つけることができるようになりました。手の届かない値段でない限り入手するようにしています。
こちらは、モンガタキリヌキ花の巻、シリーズになっている冊子の１号めだと思われます。裏表紙には、三越のマークが入っていて、何色かの色紙の付録がついた紙ファイルに収められています。一冊拾八銭とあります。。
古い本がアーカイブ化されネット上で見ることができるようにもなってきました。
東京や大阪にある国会図書館もネット検索で、少年少女向けの雑誌に、記事</a></td><td class="date">2022-02-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8598">60</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/427/008598.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕種とは？」蚕種製造業とは蚕の品種改良を行い蚕に産卵させた台紙を製造し出荷する業務をいう。

上田市の蚕種は立地の好条件から死亡率が少ない良質な蚕種を製造していたため全国的にも有数の蚕種製造地帯となった。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/427/thumbnails/008598.jpg" alt="蚕種とは？" title="蚕種とは？" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8598">蚕種とは？</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8598">蚕種製造業とは蚕の品種改良を行い蚕に産卵させた台紙を製造し出荷する業務をいう。

上田市の蚕種は立地の好条件から死亡率が少ない良質な蚕種を製造していたため全国的にも有数の蚕種製造地帯となった。</a></td><td class="date">2022-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8467">61</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/49/008467.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「堀内紙店」この写真は、海野町商店街にある海野町会館が所蔵する一枚である。

一枚目が平成11年のアーケード取壊し前、二枚目が昭和41年の海野町拡幅工事前に撮影された写真である。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/49/thumbnails/008467.jpg" alt="堀内紙店" title="堀内紙店" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8467">堀内紙店</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8467">この写真は、海野町商店街にある海野町会館が所蔵する一枚である。

一枚目が平成11年のアーケード取壊し前、二枚目が昭和41年の海野町拡幅工事前に撮影された写真である。</a></td><td class="date">2022-02-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8448">62</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/409/008448.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「富士地区の経済発展の成り行き」明治１８年、富士地区で富士製紙株式会社の影響により、紙の資源となる富士山麓の木材を効率よく輸送するため、富士市から富士宮市大宮までの「富士馬車鉄道」が開業される。その後さらなる効率化を目指し、大宮から人穴まで富士軌道を開業し、この影響により、富士地区の経済は発展していった。

このころ、鉄道の開通の出願が増えており、この富士地区の鉄道計画に関して資産家らが「富士川鉄道」を設立し、国からの免許が下りたが、日清戦争により経済が悪化し、結局富士川鉄道に対して運行の免許が取り消されてしまった。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/409/thumbnails/008448.png" alt="富士地区の経済発展の成り行き" title="富士地区の経済発展の成り行き" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8448">富士地区の経済発展の成り行き</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8448">明治１８年、富士地区で富士製紙株式会社の影響により、紙の資源となる富士山麓の木材を効率よく輸送するため、富士市から富士宮市大宮までの「富士馬車鉄道」が開業される。その後さらなる効率化を目指し、大宮から人穴まで富士軌道を開業し、この影響により、富士地区の経済は発展していった。

このころ、鉄道の開通の出願が増えており、この富士地区の鉄道計画に関して資産家らが「富士川鉄道」を設立し、国からの免許が下りたが、日清戦争により経済が悪化し、結局富士川鉄道に対して運行の免許が取り消されてしまった。</a></td><td class="date">2022-02-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8412">63</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/251/008412.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小学校の貼り紙」7月頭に、上田市近くの小学校で地域住民を対象にした学校開放日がありました。
実際に1年生から6年生までの授業を見学することが出来たため、タブレットがどのように授業で使われているのかを見学させてもらいました。

小学校の先生なりに試行錯誤しながらではありますが、児童主体でタブレット学習をすすめている姿が見受けられました。

画像は、タブレットの使用ルールと、学校目標や児童会目標を廊下に貼ってある、貼り紙です。

デジタル教科書の強みは、黒板に投影した教科書のページに直接メッセージを書いていくことが出来ます。しかし、一枚スライドをめくると、そこにはもう先ほどまで書いていた情報は残っていません。


すなわち、2022年現在「覚えてほしいこと」は、アナログの方が良い。ということが出来ます。
それ"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/251/thumbnails/008412.jpg" alt="小学校の貼り紙" title="小学校の貼り紙" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8412">小学校の貼り紙</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8412">7月頭に、上田市近くの小学校で地域住民を対象にした学校開放日がありました。
実際に1年生から6年生までの授業を見学することが出来たため、タブレットがどのように授業で使われているのかを見学させてもらいました。

小学校の先生なりに試行錯誤しながらではありますが、児童主体でタブレット学習をすすめている姿が見受けられました。

画像は、タブレットの使用ルールと、学校目標や児童会目標を廊下に貼ってある、貼り紙です。

デジタル教科書の強みは、黒板に投影した教科書のページに直接メッセージを書いていくことが出来ます。しかし、一枚スライドをめくると、そこにはもう先ほどまで書いていた情報は残っていません。


すなわち、2022年現在「覚えてほしいこと」は、アナログの方が良い。ということが出来ます。
それ</a></td><td class="date">2022-02-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5819">64</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/425/005819.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「廢刊の御挨拶(『西塩田時報』第204号(1940年10月30日)1頁)」西塩田青年団が発行した『西塩田時報』が廃刊となる旨を伝える記事である。

1923年の発刊から高い志を持って続いてきた情報紙が、言論統制・防諜・資源節約を理由として廃刊になることに対し、発行人の無念が読み取れる。

▼この記事は以下から参照できます。
#911 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0911.jpg>『西塩田時報』第204号(1940年10月31日)1頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/425/thumbnails/005819.jpg" alt="廢刊の御挨拶(『西塩田時報』第204号(1940年10月30日)1頁)" title="廢刊の御挨拶(『西塩田時報』第204号(1940年10月30日)1頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5819">廢刊の御挨拶(『西塩田時報』第204号(1940年10月30日)1頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5819">西塩田青年団が発行した『西塩田時報』が廃刊となる旨を伝える記事である。

1923年の発刊から高い志を持って続いてきた情報紙が、言論統制・防諜・資源節約を理由として廃刊になることに対し、発行人の無念が読み取れる。

▼この記事は以下から参照できます。
#911 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0911.jpg>『西塩田時報』第204号(1940年10月31日)1頁</a></a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5759">65</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/394/005759.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「第三農村の疲弊（『西塩田時報』第124号(1934年3月1日)1頁）」私が興味を引かれたのは、「第三農村の疲弊」という記事。
インフレ景気において利潤を得る都市部の市場と比較し、経済状況に苦しむ地方農村の状況を述べている記事だった。
私が面白いと思ったのは、地元紙であるからこうした苦境に立たされている農村の人々に寄り添い、政治に批判的な内容を書くのかと思いきや、逆に自分たちの批判的な心を改めるべきだと述べている事だ。戦争が近づく中で、国に対する忠誠心なども高められてきたことも関係しているのだろうか、と推測でき、興味深かった。

この記事は以下から参照できます。
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0549.jpg"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/394/thumbnails/005759.jpg" alt="第三農村の疲弊（『西塩田時報』第124号(1934年3月1日)1頁）" title="第三農村の疲弊（『西塩田時報』第124号(1934年3月1日)1頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5759">第三農村の疲弊（『西塩田時報』第124号(1934年3月1日)1頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5759">私が興味を引かれたのは、「第三農村の疲弊」という記事。
インフレ景気において利潤を得る都市部の市場と比較し、経済状況に苦しむ地方農村の状況を述べている記事だった。
私が面白いと思ったのは、地元紙であるからこうした苦境に立たされている農村の人々に寄り添い、政治に批判的な内容を書くのかと思いきや、逆に自分たちの批判的な心を改めるべきだと述べている事だ。戦争が近づく中で、国に対する忠誠心なども高められてきたことも関係しているのだろうか、と推測でき、興味深かった。

この記事は以下から参照できます。
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0549.jpg</a></td><td class="date">2021-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4800">66</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/380/004800.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「オンライン発表会「学生による大学広報の改善提案」記録：全部①～⑳」長野大学／メディアプランニング論2021(企業情報学部クラスター科目)
オンライン公開発表会「学生による大学広報の改善提案」記録
発表者①～⑳＋講評

▼分析対象の広報媒体
広報紙媒体：<font color=magenta>★</font><a href=https://www.nagano.ac.jp/for_applicant/campusguide/campusguide2022_/ target=_blank>長野大学パンフレット</a>　<font color=magenta>★</font><a href=http://www.adjustbook.com/doc2/Index/show/us/3828/bk/13239 target=_blank>長野大学ビジョン</a>(冊子)
広報ウェブ媒体：<font color=magenta>★</font><a href=https://www.nagano.ac.jp/ target=_blank>長野大学ホームページ</a>

▼発表(YouTube)通しで再生 75分
<a href=https://www.d-commons.info/uedagaku/docs/kogi/2021/mp2021/00.html><img src=https://www.d-commons.info/uedagaku/docs/kogi/2021/mp2021/movie.jpg></a>

▼<a href=https://www.d-commons.info/uedagaku/docs/kogi/2021/mp2021/00.html target=_blank>発表概要説明</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/380/thumbnails/004800.jpg" alt="オンライン発表会「学生による大学広報の改善提案」記録：全部①～⑳" title="オンライン発表会「学生による大学広報の改善提案」記録：全部①～⑳" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4800">オンライン発表会「学生による大学広報の改善提案」記録：全部①～⑳</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4800">長野大学／メディアプランニング論2021(企業情報学部クラスター科目)
オンライン公開発表会「学生による大学広報の改善提案」記録
発表者①～⑳＋講評

▼分析対象の広報媒体
広報紙媒体：<font color=magenta>★</font><a href=https://www.nagano.ac.jp/for_applicant/campusguide/campusguide2022_/ target=_blank>長野大学パンフレット</a>　<font color=magenta>★</font><a href=http://www.adjustbook.com/doc2/Index/show/us/3828/bk/13239 target=_blank>長野大学ビジョン</a>(冊子)
広報ウェブ媒体：<font color=magenta>★</font><a href=https://www.nagano.ac.jp/ target=_blank>長野大学ホームページ</a>

▼発表(YouTube)通しで再生 75分
<a href=https://www.d-commons.info/uedagaku/docs/kogi/2021/mp2021/00.html><img src=https://www.d-commons.info/uedagaku/docs/kogi/2021/mp2021/movie.jpg></a>

▼<a href=https://www.d-commons.info/uedagaku/docs/kogi/2021/mp2021/00.html target=_blank>発表概要説明</a></a></td><td class="date">2021-08-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4683">67</a></td><td class="photo"><a href="https://www.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://www.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=4329">68</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/173/004329.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「道祖神の時に渡すお札」写真は、家の壁に貼ってあるものです。

このような習字の時に使うような紙に、ハンコのようなもので押して作っていきます。

私自身、小学生の時に地区の友達と一緒に作りました。

猿田彦大神は、その昔、天孫降臨の時の道案内をしたと言い伝えられている神様だそうです。

★天孫降臨とは…
天皇家の由来と古代国家の起源に関する神話。天照大神が孫の瓊瓊杵(ににぎ)尊に神宝（三種の神器）を与え，天壌無窮の神勅を発し，天児屋(あめのこやね)命などの神々を供に高天原から日向(ひむか)の高千穂峰に降臨させたという。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/173/thumbnails/004329.jpg" alt="道祖神の時に渡すお札" title="道祖神の時に渡すお札" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4329">道祖神の時に渡すお札</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4329">写真は、家の壁に貼ってあるものです。

このような習字の時に使うような紙に、ハンコのようなもので押して作っていきます。

私自身、小学生の時に地区の友達と一緒に作りました。

猿田彦大神は、その昔、天孫降臨の時の道案内をしたと言い伝えられている神様だそうです。

★天孫降臨とは…
天皇家の由来と古代国家の起源に関する神話。天照大神が孫の瓊瓊杵(ににぎ)尊に神宝（三種の神器）を与え，天壌無窮の神勅を発し，天児屋(あめのこやね)命などの神々を供に高天原から日向(ひむか)の高千穂峰に降臨させたという。</a></td><td class="date">2021-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4084">69</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/239/004084.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「鉄道　道路　河川　橋梁(1898/明治31年 城下村)」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=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/arch/2.%E9%89%84%E9%81%93%E9%81%93%E8%B7%AF.pdf target=_blank><img src=https://d-commons.net/doc/icon/pdf.jpg alt=PDF></td><td><a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/arch/1.M26%E5%B7%9D%E8%BE%BA%E6%9D%91.pdf target=_blank><font size=+2><b>鉄道　道路　河川　橋梁(1898/明治31年 城下村)</b></font></a><br> 56頁／14MB</td></tr></table>
<table><tr><td><a href=https://d-commons.net/koza/arch/12.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/12.zip target=_blank></td><td><a href=https://d-commons.net/koza/arch/12.zip target=_blank><b>全頁JPEG画像[長辺1280ピクセル]+PDF　ZIP形式で圧縮</b></a><br> 画像59ファイル／52MB</td></tr></table>

▼上田市公文書館資料情報
鉄道　道路　"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/239/thumbnails/004084.jpg" alt="鉄道　道路　河川　橋梁(1898/明治31年 城下村)" title="鉄道　道路　河川　橋梁(1898/明治31年 城下村)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4084">鉄道　道路　河川　橋梁(1898/明治31年 城下村)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4084">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=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/arch/2.%E9%89%84%E9%81%93%E9%81%93%E8%B7%AF.pdf target=_blank><img src=https://d-commons.net/doc/icon/pdf.jpg alt=PDF></td><td><a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/arch/1.M26%E5%B7%9D%E8%BE%BA%E6%9D%91.pdf target=_blank><font size=+2><b>鉄道　道路　河川　橋梁(1898/明治31年 城下村)</b></font></a><br> 56頁／14MB</td></tr></table>
<table><tr><td><a href=https://d-commons.net/koza/arch/12.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/12.zip target=_blank></td><td><a href=https://d-commons.net/koza/arch/12.zip target=_blank><b>全頁JPEG画像[長辺1280ピクセル]+PDF　ZIP形式で圧縮</b></a><br> 画像59ファイル／52MB</td></tr></table>

▼上田市公文書館資料情報
鉄道　道路　</a></td><td class="date">2021-02-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4052">70</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/187/004052.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「富士市の製紙業について」富士市の製紙業を私の地域探究の対象にした理由は、自分の地元である富士市のことを、この機会によく知ろうと思ったためです。地場産業である製紙業を調べることで富士市の歴史も同時に学べると思ったためこのテーマにしました。
主に富士市役所のホームページを参照しながら課題を作成しました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/187/thumbnails/004052.jpg" alt="富士市の製紙業について" title="富士市の製紙業について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4052">富士市の製紙業について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4052">富士市の製紙業を私の地域探究の対象にした理由は、自分の地元である富士市のことを、この機会によく知ろうと思ったためです。地場産業である製紙業を調べることで富士市の歴史も同時に学べると思ったためこのテーマにしました。
主に富士市役所のホームページを参照しながら課題を作成しました。</a></td><td class="date">2021-02-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4018">71</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/51/004018.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山本鼎の部屋」神川小学校には「山本鼎の部屋」が設置されており、山本鼎が描いた絵や手紙などが展示・保管されています。
しかし山本鼎の部屋の中は狭く暗く資料が保管される環境にはふさわしくありません。
学校側もこの部屋があることが負担になっていると思います。
そこで私はこの部屋に残されている資料をデジタル化すればいいのではないかと考えています。
デジタル化することによって学校側の負担も減り、地元の小学生たちが地域学習をする際にこれらの資料が活用されるからです。
そうすれば今はただ保管されている資料が地域を活性化させる材料にもなるかもしれません。
このデジタル化の案を神川小学校に提案するために今提案書を作成しています。
来年以降のプロジェクト研究はこのデジタル化を主に進めていこうと考えています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="山本鼎の部屋" title="山本鼎の部屋" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4018">山本鼎の部屋</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4018">神川小学校には「山本鼎の部屋」が設置されており、山本鼎が描いた絵や手紙などが展示・保管されています。
しかし山本鼎の部屋の中は狭く暗く資料が保管される環境にはふさわしくありません。
学校側もこの部屋があることが負担になっていると思います。
そこで私はこの部屋に残されている資料をデジタル化すればいいのではないかと考えています。
デジタル化することによって学校側の負担も減り、地元の小学生たちが地域学習をする際にこれらの資料が活用されるからです。
そうすれば今はただ保管されている資料が地域を活性化させる材料にもなるかもしれません。
このデジタル化の案を神川小学校に提案するために今提案書を作成しています。
来年以降のプロジェクト研究はこのデジタル化を主に進めていこうと考えています。</a></td><td class="date">2021-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3979">72</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/48/003979.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西部地域デジタルマップの紹介」自治会のイベントの1つである「ときわ祭」という展示会に出展した作品です。
同じ自治会の方などに少しでもデジタルマップについて知ってもらうために、模造紙にまとめました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/48/thumbnails/003979.jpg" alt="西部地域デジタルマップの紹介" title="西部地域デジタルマップの紹介" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3979">西部地域デジタルマップの紹介</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3979">自治会のイベントの1つである「ときわ祭」という展示会に出展した作品です。
同じ自治会の方などに少しでもデジタルマップについて知ってもらうために、模造紙にまとめました。</a></td><td class="date">2021-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3916">73</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「クイズラリー　 ～数字を集めて 解除コードを解き明かせ～」市内8ヶ所に隠された数字を集めて『解除コード』を導き出し、応募用紙に解除コードを記入して報告すると限定グッズがゲットできた。

さらに正解者の中から抽選で30名様に信州上田の特産品が当る企画であった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="クイズラリー　 ～数字を集めて 解除コードを解き明かせ～" title="クイズラリー　 ～数字を集めて 解除コードを解き明かせ～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3916">クイズラリー　 ～数字を集めて 解除コードを解き明かせ～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3916">市内8ヶ所に隠された数字を集めて『解除コード』を導き出し、応募用紙に解除コードを記入して報告すると限定グッズがゲットできた。

さらに正解者の中から抽選で30名様に信州上田の特産品が当る企画であった。</a></td><td class="date">2021-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3911">74</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「聖地巡礼ノート」サマーウォーズのロケ地めぐりで上田市を訪れる人々のために、サマーウォーズ聖地巡礼ノートが上田市観光会館の2階に置かれている。

ノートの表紙絵は細田守監督の直筆。

現在は8冊目を突破している。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="聖地巡礼ノート" title="聖地巡礼ノート" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3911">聖地巡礼ノート</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3911">サマーウォーズのロケ地めぐりで上田市を訪れる人々のために、サマーウォーズ聖地巡礼ノートが上田市観光会館の2階に置かれている。

ノートの表紙絵は細田守監督の直筆。

現在は8冊目を突破している。</a></td><td class="date">2021-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3897">75</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/296/003897.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「だるまとつながりのある群馬県の主なお祭り」高崎だるまの歴史についてまとめた前編はこちらから↓
<a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?id=3892>高崎だるま</a>

①前橋初市まつり
毎年1月9日に国道50号の本町二丁目で行われるお祭りで、前橋では三大祭りの一つとして有名である。別名「だるま市」と呼ばれ、その名の通りたくさんのだるまが売られている。50号沿いだけでなく、すぐ近くの中央通りアーケード（前橋の商店街）でも屋台の出店やイベントが開催されるので非常に賑やかである。
１番の名物は古いだるまを供養して燃やす「お焚き上げ」で、当日はお昼ごろまで多くのだるまと、火と煙を見ることができる。市民の間で、この行為を「どんど焼き（どんと焼き）」と呼ぶことが多い。群馬県では、新年になると各地でこのどんど焼きが行われる。

②高崎だるま市
　毎年1月1日から2"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/296/thumbnails/003897.jpg" alt="だるまとつながりのある群馬県の主なお祭り" title="だるまとつながりのある群馬県の主なお祭り" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3897">だるまとつながりのある群馬県の主なお祭り</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3897">高崎だるまの歴史についてまとめた前編はこちらから↓
<a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?id=3892>高崎だるま</a>

①前橋初市まつり
毎年1月9日に国道50号の本町二丁目で行われるお祭りで、前橋では三大祭りの一つとして有名である。別名「だるま市」と呼ばれ、その名の通りたくさんのだるまが売られている。50号沿いだけでなく、すぐ近くの中央通りアーケード（前橋の商店街）でも屋台の出店やイベントが開催されるので非常に賑やかである。
１番の名物は古いだるまを供養して燃やす「お焚き上げ」で、当日はお昼ごろまで多くのだるまと、火と煙を見ることができる。市民の間で、この行為を「どんど焼き（どんと焼き）」と呼ぶことが多い。群馬県では、新年になると各地でこのどんど焼きが行われる。

②高崎だるま市
　毎年1月1日から2</a></td><td class="date">2021-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3878">76</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/187/003878.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「現在の製紙業の課題」紙・板紙の国内需要は、リーマンショック後の2009年に大幅に縮小し、その後も回復することなく、減少・停滞の傾向となっています。それに伴い事業所数、従業者数も減少傾向にあります。
解決策としては、新たな紙利用の分野を広げ、次世代を担う人材の確保と育成が必要となります。

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/sangyo/c0302/fmervo000000idr5-att/rn2ola00000237i0.pdf"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/187/thumbnails/003878.jpg" alt="現在の製紙業の課題" title="現在の製紙業の課題" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3878">現在の製紙業の課題</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3878">紙・板紙の国内需要は、リーマンショック後の2009年に大幅に縮小し、その後も回復することなく、減少・停滞の傾向となっています。それに伴い事業所数、従業者数も減少傾向にあります。
解決策としては、新たな紙利用の分野を広げ、次世代を担う人材の確保と育成が必要となります。

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/sangyo/c0302/fmervo000000idr5-att/rn2ola00000237i0.pdf</a></td><td class="date">2021-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3876">77</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/187/003876.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「製紙業の広まり」画像は今泉製紙会社に製紙機械の一部・ドライヤーを、工場に運び込もうとしている場面です。

今泉製紙は、大正5年(1916)、富士郡今泉村に設立された機械すき和紙工場です。明治20～30年代にかけて今泉を中心に相次いで手すき和紙工場が設立され、富士市の製紙産業の基盤となった。


https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/sangyo/c0304/fmervo00000084q7.html
https://museum.city.fuji.shizuoka.jp/collection/paper/detail/3223"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/187/thumbnails/003876.jpg" alt="製紙業の広まり" title="製紙業の広まり" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3876">製紙業の広まり</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3876">画像は今泉製紙会社に製紙機械の一部・ドライヤーを、工場に運び込もうとしている場面です。

今泉製紙は、大正5年(1916)、富士郡今泉村に設立された機械すき和紙工場です。明治20～30年代にかけて今泉を中心に相次いで手すき和紙工場が設立され、富士市の製紙産業の基盤となった。


https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/sangyo/c0304/fmervo00000084q7.html
https://museum.city.fuji.shizuoka.jp/collection/paper/detail/3223</a></td><td class="date">2021-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3755">78</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/191/003755.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「鉄道　道路　河川　橋梁(1898/明治31年 城下村)」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。
<div align=center><h2><a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/arch/2.%E9%89%84%E9%81%93%E9%81%93%E8%B7%AF.pdf target=_blank>鉄道　道路　河川　橋梁(明治31年城下村)</a></h2>57頁／44MB</div>

▼上田市公文書館資料情報
鉄道　道路　河川　橋梁
てつどう　どうろ　かせん　きょうりょう
請求番号	01-M31-01-2109
文書の種類	旧役場文書
地域	城下村
作成年度（和暦）	明治31年
作成年度（西暦）	1898
作成部課	城下村役場
保存場所	上田市公文書館
概要
株式会社京釜鉄道株式申込　鉄道敷設の影響調査通知　里道修繕の件　郡補助道編入願
備考
明治34年まで　図面（彩色）あり。裏表紙なし
→<a href=https://kobunshokan.city.ueda.nagano.jp/detail.php?sno=2109 target=_blank>上田市公文書館目録検索"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/191/thumbnails/003755.jpg" alt="鉄道　道路　河川　橋梁(1898/明治31年 城下村)" title="鉄道　道路　河川　橋梁(1898/明治31年 城下村)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3755">鉄道　道路　河川　橋梁(1898/明治31年 城下村)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3755">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。
<div align=center><h2><a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/arch/2.%E9%89%84%E9%81%93%E9%81%93%E8%B7%AF.pdf target=_blank>鉄道　道路　河川　橋梁(明治31年城下村)</a></h2>57頁／44MB</div>

▼上田市公文書館資料情報
鉄道　道路　河川　橋梁
てつどう　どうろ　かせん　きょうりょう
請求番号	01-M31-01-2109
文書の種類	旧役場文書
地域	城下村
作成年度（和暦）	明治31年
作成年度（西暦）	1898
作成部課	城下村役場
保存場所	上田市公文書館
概要
株式会社京釜鉄道株式申込　鉄道敷設の影響調査通知　里道修繕の件　郡補助道編入願
備考
明治34年まで　図面（彩色）あり。裏表紙なし
→<a href=https://kobunshokan.city.ueda.nagano.jp/detail.php?sno=2109 target=_blank>上田市公文書館目録検索</a></td><td class="date">2021-01-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3746">79</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/191/003746.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市大字常磐城字生塚全図(地籍図 1921年 )」上田市大字常磐城第弐拾参番字生塚全図(上田市税務課所蔵)
調製　1890年(明治23年)12月
複製　1921年(大正10年)12月
製図者/測量士　馬場亀松(上田市役所地理主任)
曲尺　壱分ヲ以テ一間トス
サイズ：Ａ１版より小さい（Ａ１版の台紙に貼付されている）

上田市大字常磐城(ときわぎ)字生塚(うぶつか)の地籍図である（現在は上田市常磐城四丁目）。地籍図は1889年(明治22年)の市制町村制施行に伴い、上田町大字常磐城(旧常磐城村)の地籍図として1890年作成したものを、1919年(大正8年)、上田町の市政施行に伴い、上田市に書き改めたものである。基本的には1890年と同じである。

★<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/ubutsuka.pdf target=_blank>上田市大字常磐城第弐拾参番字生塚全図(PDF)1.1MB</a>

<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/ubutsuka.pdf target=_blank><img src=https://d"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/191/thumbnails/003746.jpg" alt="上田市大字常磐城字生塚全図(地籍図 1921年 )" title="上田市大字常磐城字生塚全図(地籍図 1921年 )" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3746">上田市大字常磐城字生塚全図(地籍図 1921年 )</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3746">上田市大字常磐城第弐拾参番字生塚全図(上田市税務課所蔵)
調製　1890年(明治23年)12月
複製　1921年(大正10年)12月
製図者/測量士　馬場亀松(上田市役所地理主任)
曲尺　壱分ヲ以テ一間トス
サイズ：Ａ１版より小さい（Ａ１版の台紙に貼付されている）

上田市大字常磐城(ときわぎ)字生塚(うぶつか)の地籍図である（現在は上田市常磐城四丁目）。地籍図は1889年(明治22年)の市制町村制施行に伴い、上田町大字常磐城(旧常磐城村)の地籍図として1890年作成したものを、1919年(大正8年)、上田町の市政施行に伴い、上田市に書き改めたものである。基本的には1890年と同じである。

★<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/ubutsuka.pdf target=_blank>上田市大字常磐城第弐拾参番字生塚全図(PDF)1.1MB</a>

<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/ubutsuka.pdf target=_blank><img src=https://d</a></td><td class="date">2021-01-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3745">80</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/191/003745.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小県郡城下村大字小牧全図(地籍図1890年)」小県郡城下村大字小牧全図(上田市税務課所蔵)
調製 1890年(明治23年)5月
縮尺 3,000分の1
サイズ：Ａ１版より小さい(Ａ１版の台紙に貼付されている)

城下村大字小牧(地籍図作成当時、現上田市小牧)の「地籍図」を基に作成した地図。

図版は上田市税務課所蔵の当該地籍図の複写図版を合成し作成したものである。
（データ編纂：長野大学前川研究室）

★<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/komaki.pdf target=_blank>小県郡上田町全図(PDF)1.2MB</a>

<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/komaki.jpg target=_blank><img src=https://d-commons.net/uedagaku/upload/191/003745.jpg width=480 height=360></a>

★<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/komaki.jpg target=_blank>小県郡上田町全図(高精細JPEG画像)18420×13080ピクセル 115MB</a>

<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/komaki.jpg target=_blank><img src=https://d-commons.net"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/191/thumbnails/003745.jpg" alt="小県郡城下村大字小牧全図(地籍図1890年)" title="小県郡城下村大字小牧全図(地籍図1890年)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3745">小県郡城下村大字小牧全図(地籍図1890年)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3745">小県郡城下村大字小牧全図(上田市税務課所蔵)
調製 1890年(明治23年)5月
縮尺 3,000分の1
サイズ：Ａ１版より小さい(Ａ１版の台紙に貼付されている)

城下村大字小牧(地籍図作成当時、現上田市小牧)の「地籍図」を基に作成した地図。

図版は上田市税務課所蔵の当該地籍図の複写図版を合成し作成したものである。
（データ編纂：長野大学前川研究室）

★<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/komaki.pdf target=_blank>小県郡上田町全図(PDF)1.2MB</a>

<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/komaki.jpg target=_blank><img src=https://d-commons.net/uedagaku/upload/191/003745.jpg width=480 height=360></a>

★<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/komaki.jpg target=_blank>小県郡上田町全図(高精細JPEG画像)18420×13080ピクセル 115MB</a>

<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/komaki.jpg target=_blank><img src=https://d-commons.net</a></td><td class="date">2021-01-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3742">81</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/191/003742.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小県郡上田町全図(1901～1910年頃)」小県郡上田町全図(上田市税務課所蔵)
制作年代：1901～1910年頃
縮尺12,000分の1
サイズ：Ａ１版より小さい（Ａ１版の台紙に貼付されている）

上田町(地籍図作成当時)全域の「地籍図」を基に町全図として作成した地図。上田町各地の字が一瞥できる。
制作年代は不詳ながら、「上田尋常男子小学校」(1901～1922)、「小県蚕業学校」(権現坂上の時代 1900～1922)が記されている。また上田蚕糸専門学校(1910～1951)は記されていないことから1901～1910年(明治34～43年)の間の地図と推定される。

図版は上田市税務課所蔵の当該地図の複写図版を合成し作成したものである。
（データ編纂：長野大学前川研究室）

★<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/uedamachi-zenzu.pdf target=_blank>小県郡上田町全図(PDF)1.3MB</a>

<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/uedamachi-zenzu.pdf target=_bl"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/191/thumbnails/003742.jpg" alt="小県郡上田町全図(1901～1910年頃)" title="小県郡上田町全図(1901～1910年頃)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=3742">小県郡上田町全図(1901～1910年頃)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=3742">小県郡上田町全図(上田市税務課所蔵)
制作年代：1901～1910年頃
縮尺12,000分の1
サイズ：Ａ１版より小さい（Ａ１版の台紙に貼付されている）

上田町(地籍図作成当時)全域の「地籍図」を基に町全図として作成した地図。上田町各地の字が一瞥できる。
制作年代は不詳ながら、「上田尋常男子小学校」(1901～1922)、「小県蚕業学校」(権現坂上の時代 1900～1922)が記されている。また上田蚕糸専門学校(1910～1951)は記されていないことから1901～1910年(明治34～43年)の間の地図と推定される。

図版は上田市税務課所蔵の当該地図の複写図版を合成し作成したものである。
（データ編纂：長野大学前川研究室）

★<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/uedamachi-zenzu.pdf target=_blank>小県郡上田町全図(PDF)1.3MB</a>

<a href=https://www.mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/uedamachi-zenzu.pdf target=_bl</a></td><td class="date">2021-01-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=3623">82</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/003623.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「発刊の辞 (『西塩田時報』第1号(1923年7月1日)1頁)」『西塩田時報』は西塩田青年団が発行した情報紙である。第１号冒頭の「発刊の辞」で発刊のねらいが述べられている。青年団が年１回発行していた「鉄城」を発展させ、年数回発行の「時報」に発展させたことがわかる。

地域の課題を「深く考え」ること、村民が政治的無関心を脱却し、村の自治にコミットすることの大切さを血気盛んに説いている。
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				</div>
				<br>
				<!-- div class="catsec2left">
					<img src="https://www.d-commons.info/template/4/images/cat/catp2.png" alt="情報を探す">
					★詳細検索
				</div -->

			</section>



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

	<!--フッター-->
	<footer class="clearfix">
		<div class="footerleft">
			<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/docs/kogi/2021/cj2021/13.pdf"><img src="https://www.d-commons.info/template/4/images/top/webtitle.png" alt=""></a>
			<p>&copy; <script type="text/javascript">myDate = new Date() ;myYear = myDate.getFullYear ();document.write(myYear);</script> 信州上田学プロジェクト</p>
		</div>
		<div class="footerright">
						<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/about">はじめての方へ</a>|			<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/rules">利用規約</a>|			<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/joinus">投稿上の注意</a>|			<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/otoiawase">お問い合わせフォーム</a>
		</div>
	</footer>
	
</body>
</html>
<!-- script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script -->





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



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

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

					  {
					id: '127076',
					name: 'マンホール：高崎市',
					lat: 36.32135670353259,
					lng: 139.0139413173719,
					contents: '<a href="?c=&p=127076">マンホール：高崎市</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: '126797',
					name: '武屋御殿',
					lat: 36.34994508134285,
					lng: 138.15476696938276,
					contents: '<a href="?c=&p=126797">武屋御殿</a>'
			 }, 
					  {
					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: '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: '11554',
					name: '無言館',
					lat: 36.34544589176515,
					lng: 138.20002555847168,
					contents: '<a href="?c=&p=11554">無言館</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9573',
					name: '上田市観光パンフレット',
					lat: 36.36938157697832,
					lng: 138.2236108244976,
					contents: '<a href="?c=&p=9573">上田市観光パンフレット</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9568',
					name: '上田市観光会館',
					lat: 36.40307287335811,
					lng: 138.2473611831665,
					contents: '<a href="?c=&p=9568">上田市観光会館</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9514',
					name: '志賀島',
					lat: 33.6679254425976,
					lng: 130.31312942504883,
					contents: '<a href="?c=&p=9514">志賀島</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9435',
					name: '古い本が並ぶ風景、つい手にしてみたくなる本は？',
					lat: 36.41744488783072,
					lng: 138.21648091077805,
					contents: '<a href="?c=&p=9435">古い本が並ぶ風景、つい手にしてみたくなる本は？</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9080',
					name: '前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト2022/05/30',
					lat: 36.417453278409376,
					lng: 138.2166749507592,
					contents: '<a href="?c=&p=9080">前川ゼミ／藤本蚕業プロジェクト2022/05/30</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9072',
					name: '昔懐かしい庶民アイテムの新たな蘇生',
					lat: 35.79773784791188,
					lng: 139.50793827729845,
					contents: '<a href="?c=&p=9072">昔懐かしい庶民アイテムの新たな蘇生</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: '4329',
					name: '道祖神の時に渡すお札',
					lat: 36.41931889266559,
					lng: 138.2647246485789,
					contents: '<a href="?c=&p=4329">道祖神の時に渡すお札</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4084',
					name: '鉄道　道路　河川　橋梁(1898/明治31年 城下村)',
					lat: 36.392587719816014,
					lng: 138.2421930734156,
					contents: '<a href="?c=&p=4084">鉄道　道路　河川　橋梁(1898/明治31年 城下村)</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4052',
					name: '富士市の製紙業について',
					lat: 36.36938157697832,
					lng: 138.2236108244976,
					contents: '<a href="?c=&p=4052">富士市の製紙業について</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4018',
					name: '山本鼎の部屋',
					lat: 36.3764005421177,
					lng: 138.2749342918396,
					contents: '<a href="?c=&p=4018">山本鼎の部屋</a>'
			 }, 
					  {
					id: '3897',
					name: 'だるまとつながりのある群馬県の主なお祭り',
					lat: 36.36938157697832,
					lng: 138.2236108244976,
					contents: '<a href="?c=&p=3897">だるまとつながりのある群馬県の主なお祭り</a>'
			 }, 
					  {
					id: '3755',
					name: '鉄道　道路　河川　橋梁(1898/明治31年 城下村)',
					lat: 36.388803800614596,
					lng: 138.2055997351318,
					contents: '<a href="?c=&p=3755">鉄道　道路　河川　橋梁(1898/明治31年 城下村)</a>'
			 }, 
					  {
					id: '3746',
					name: '上田市大字常磐城字生塚全図(地籍図 1921年 )',
					lat: 36.410112717380834,
					lng: 138.2373200976869,
					contents: '<a href="?c=&p=3746">上田市大字常磐城字生塚全図(地籍図 1921年 )</a>'
			 }, 
					  {
					id: '2442',
					name: '高市神社を目指して④～商店街の中にある神社～',
					lat: 36.400685389303824,
					lng: 138.2531585943154,
					contents: '<a href="?c=&p=2442">高市神社を目指して④～商店街の中にある神社～</a>'
			 }, 
					  {
					id: '1768',
					name: '上田原駅',
					lat: 36.390514,
					lng: 138.221611,
					contents: '<a href="?c=&p=1768">上田原駅</a>'
			 }, 
			];
	
	function initMap() {
		var lat = 36.248519;
		var lng = 138.479130;
		var map = new google.maps.Map(
			document.getElementById("area_map"),{
			center : new google.maps.LatLng(36.36938157697832,138.2236108244976),
			mapTypeId : google.maps.MapTypeId.ROADMAP,
			zoom : 13,
			}
		);

		// マーカー毎の処理
		for (var i = 0; i < markerData.length; i++) {
			markerLatLng = new google.maps.LatLng({lat: markerData[i]['lat'], lng: markerData[i]['lng']}); // 緯度経度のデータ作成
			marker[i] = new google.maps.Marker({ // マーカーの追加
				position: markerLatLng, // マーカーを立てる位置を指定
				map: map, // マーカーを立てる地図を指定
				icon: new google.maps.MarkerImage(markerData[i]['icon_url'],
					new google.maps.Size(12, 20),    //マーカー画像のサイズ
					new google.maps.Point(0,0),     //位置（0,0で固定）
				),
			});
			infoWindow[i] = new google.maps.InfoWindow({ // 吹き出しの追加
				content: markerData[i]['contents'] // 吹き出しに表示する内容
			});
			markerEvent(i); // マーカーにクリックイベントを追加
		}

					// 範囲内に収める
			var minX = marker[0].getPosition().lng();
			var minY = marker[0].getPosition().lat();
			var maxX = marker[0].getPosition().lng();;
			var maxY = marker[0].getPosition().lat();;
			for(var i=0; i<93; 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>


