<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php</b> on line <b>39</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>51</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>52</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>53</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>55</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_attribute" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>63</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>64</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>65</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>66</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>67</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tag" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>99</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "t" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>110</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "all" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>112</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "n" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>113</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "r" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>114</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "v" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>122</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "kanrino_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>138</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "title_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>139</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tourokudate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>140</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueibasyo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>141</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueidate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>142</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "seireki_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>143</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sikityo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>144</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "ookisa_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>145</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "syozousya_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>146</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sankoubunken_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>147</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tikucode_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>148</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sagyobi_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>149</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $key_reg in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function_searchtop.php</b> on line <b>57</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>258</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>260</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>287</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>297</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>303</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>309</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_account" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>585</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
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長野県小谷(おたり)村のマンホールです。この日、小谷小学校を会場に開催された「子ども農山村シンポジウム」に参加するため小谷村を訪れました。

「汚水」や「おすい」でなく「下水道」と表記されている汚水マンホールはめずらしい。村の花おおやまざくらがあしらわれています。小谷村は北アルプスの裾野に広がる自然豊かな地域です。
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長野県小谷(おたり)村のマンホールです。この日、小谷小学校を会場に開催された「子ども農山村シンポジウム」に参加するため小谷村を訪れました。
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今年度は、須坂中央地域を中心に須坂小学校への学習支援、デジタル講習会を行いました。さらに、埴生小学校での学習支援も行いました。
これらの活動についての記録となります。</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126692">4</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/693/126692.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「石久摩神社」石久摩神社は隣の川辺小学校とつながりが深く、北鳥居の下に埋められたタイムカプセルの中に児童作文があります。
また、東鳥居付近にある上田原自治会館では5年に1度「上田原古戦場祭り」が行われます。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="石久摩神社" title="石久摩神社" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126692">石久摩神社</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126692">石久摩神社は隣の川辺小学校とつながりが深く、北鳥居の下に埋められたタイムカプセルの中に児童作文があります。
また、東鳥居付近にある上田原自治会館では5年に1度「上田原古戦場祭り」が行われます。</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126630">5</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/826/126630.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「學校だより」当時は時報に學校だよりが記載されており、学校でどのような行事が行われるかを知ることができた。
ここでは11月の行事について説明されている。
記事を読むと、当時は陸上競技会が珠算競技会が開かれており、幾名の生徒が表彰されている。また、籠球大会や珠算検定会での表彰者が記載されている。

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

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

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

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

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

記事の内容から、小学校でも机上での学びに囚われない多様な</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126614">6</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/829/126614.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「デジタルアーカイブ」デジタルアーカイブを知っている人が少ないので、実物を記録・保存するより良いところは何か。多くの人に利用してもらうためにできることはあるか考えました。
デジタルアーカイブは、公文書・書籍・芸術作品などをデジタル化して保存、公開します。今回は、①国立公文書館デジタルアーカイブ ②Col Base ③NHKアーカイブス を閲覧しました。

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

①国立公文書館
・言語は日本語、英語。中国語や韓国語も加えて欲しい。サイトの文字全体も大きくできる。
・TOPページには、ジャンルが６つ挙げられていて、選びやすい。検索もできる。
・ジャンルを一つ選ぶと、該当する資料が並ぶ。資料名と読み仮名、資料の画像も表示されるので、見やすい。表示方法を変えると、資料の説明も加わる。選んだ資料を拡大しても、細かい文字が鮮明に見える。(上</a></td><td class="date">2024-01-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126463">7</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126463.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧西塩田小学校校舎(さくら国際高校)2013/11/22」★<a href=https://www.sakura-kokusai.ed.jp/>さくら国際高校</a>

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

旧西塩田小学校の校舎は、小津安二郎監督の映画『一人息子』(1936年)でも使われた「絵になる風景」です。その校舎が現在もなお残っています。しかもさくら国際高校の現役の校舎です。</a></td><td class="date">2023-12-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126453">8</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/817/126453.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「泥宮大神と上窪池」　上田市本郷にある泥宮大神は、非常に珍しい泥を御神体とした神社である。古くから泥、つまり大地は稲などの作物を育ててくれる存在として崇められてていた。日本全国様々なものを御神体とする神社があるが、泥をご神体とした神社は多くはない。
　本来は生島足島神社が建立された際に、その時の死者の魂を遺すためとして作られた社である。なお、生島足島神社が創建された年代はわかっていないため、この泥宮大神が建てられた時期も不明ということになる。
　もともとは「諏訪大明神」という名で呼ばれていたが、1790（寛政2）年、松平定信が幕府の財政を引き締め立て直しを図った時代に「泥宮」の愛称で親しまれるようになった。
　この神社の東側には上窪池という溜池があり、私が訪れた際にはサギのような白くて大きな鳥も見られ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="泥宮大神と上窪池" title="泥宮大神と上窪池" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126453">泥宮大神と上窪池</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126453">　上田市本郷にある泥宮大神は、非常に珍しい泥を御神体とした神社である。古くから泥、つまり大地は稲などの作物を育ててくれる存在として崇められてていた。日本全国様々なものを御神体とする神社があるが、泥をご神体とした神社は多くはない。
　本来は生島足島神社が建立された際に、その時の死者の魂を遺すためとして作られた社である。なお、生島足島神社が創建された年代はわかっていないため、この泥宮大神が建てられた時期も不明ということになる。
　もともとは「諏訪大明神」という名で呼ばれていたが、1790（寛政2）年、松平定信が幕府の財政を引き締め立て直しを図った時代に「泥宮」の愛称で親しまれるようになった。
　この神社の東側には上窪池という溜池があり、私が訪れた際にはサギのような白くて大きな鳥も見られ</a></td><td class="date">2023-12-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126448">9</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126448.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「Excelで「生涯備忘録」のすすめ」生まれてからこれまでの間にいつ何があったか、どこへ行ったか、その頃何をしていたか、何を考えていたか、どう成長したかがシームレスにわかるといい。スマホで撮った画像やビデオやその時にゲットした資料なども紐づけできるといい。

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

仮に人生100年とすると日数は約36,500日。Excelでデータ作成すると、それがいとも簡単にコントロールできます。そんなことで「生涯備忘録」を作ってみました。誕生日を起算日とし１行＝１日で下方向に3万6千行のデータを作ります。カラムは任意で。一番の柱は年月日です。他は全部年月日の属性。
１行目に生誕日を入力。
２行目には数式 =一つ上のセル+1 を書きます。これで日付が１カウントアップします。このセルを下方向コピー(フィル)すると100年人生の日付入力が全て完了します。とても簡単です。
私</a></td><td class="date">2023-12-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126443">10</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/454/126443_0023_002.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「須坂小学校教育支援・教育支援案」中間発表資料

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

・須坂小学校教育支援
・卒業論文（髙倉大成）
・教育支援案</a></td><td class="date">2023-12-18</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126403">11</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/838/126403.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小学校便り『西塩田時報』第101号(昭和7年4月1日)２頁」学校の出席に関して書かれている



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



この記事は以下から参照出来ます
『西塩田時報』第101号(昭和7年4月1日)２頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns07_101to120.pdf</a></td><td class="date">2023-12-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126360">12</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/828/126360.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小学校1年生」小学校に上がるにあたって、どのような子供であるべきかが記されている。当たり前のようなことを書かれてるのだが、記事の中の「1人で床に入ること」は、小学一年生ではまだ難しいのではないか、というのが個人的な感想。
人によって感じ方が変わりそうな記事である。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="小学校1年生" title="小学校1年生" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126360">小学校1年生</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126360">小学校に上がるにあたって、どのような子供であるべきかが記されている。当たり前のようなことを書かれてるのだが、記事の中の「1人で床に入ること」は、小学一年生ではまだ難しいのではないか、というのが個人的な感想。
人によって感じ方が変わりそうな記事である。</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126359">13</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/828/126359.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小学校だより」現在では、各小学校から配られることがほとんどである小学校だよりが西塩田時報に記載されている。
在籍している子供の個人情報など、現在と異なる情報の扱い方に興味をひかれた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="小学校だより" title="小学校だより" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126359">小学校だより</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126359">現在では、各小学校から配られることがほとんどである小学校だよりが西塩田時報に記載されている。
在籍している子供の個人情報など、現在と異なる情報の扱い方に興味をひかれた。</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126336">14</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/819/126336.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「入学前にしておくこと」小学校一年生になる前に学んでおいてほしいことが記載されている。先生を怖がらないようになど少しユーモアあふれてつい笑ってしまった。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="入学前にしておくこと" title="入学前にしておくこと" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126336">入学前にしておくこと</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126336">小学校一年生になる前に学んでおいてほしいことが記載されている。先生を怖がらないようになど少しユーモアあふれてつい笑ってしまった。</a></td><td class="date">2023-12-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126333">15</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/675/126333.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「親は子供にどれ程の関心があるのか（『西塩田時報』第66号 1953年）」この記事では、小学校で行われた父兄懇談会についての内容が記載されています。
出席状況調査票から分かるように全体の出席率は80％以上と比較的高い出席率だと思います。
「親は子供にどれ程の関心があるのか」というタイトルに惹かれ記事を読みました。親は子供に関心があるのかという点では、高い出席率から昔も今も変わらず親は子供に関心を持っていたと感じます。

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

『西塩田時報』第66号（1953年3月5日)3頁</a></td><td class="date">2023-12-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125400">16</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/125400.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「2019年、台風19号／避難先の混乱」2019/10/12、台風19号、上田市では警戒レベル４となり避難指示が発令されました。問題は住まいが安全かどうか、避難先はどこかです。私は千曲川に近い低地に暮らしていることもあり、高台に移動した後、最寄りの避難先の一つ、泉田の防災センターに避難しました。

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

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

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

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

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

後から</a></td><td class="date">2023-10-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125329">17</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/125329.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蓼科高校「蓼科学」プレイバック」蓼科高校「蓼科学」の授業記録や高校生たちの学習成果であるアウトプットは主に以下の２つのサイトから公開しています。

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

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

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

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

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

日頃、大学生とゼミや授業で接してはいますが、高校生と直接対峙する機会はなく、私にとっ</a></td><td class="date">2023-10-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55532">18</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/454/055532_0023_002.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「例）【蚕の観察日記】8月5日」2023/08/05
今日もいつも通り、蚕は動いていた。
桑の葉をおいてあげるともぞもぞと動き出しおいしそうに葉っぱを食べていた。

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

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

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

住んでいる所は蓋もないが逃げ出さないのは何故なのだろう。
次の授業のときに調べて見ようと思う。</a></td><td class="date">2023-08-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55288">19</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/055288.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「着物の雛形」明治の終わり頃から大正時代にかけて服装の主流は着物を主体とした和服でありました。この当時小学校を始め方々に裁縫教室が開かれており、大勢の女の子たちが学んでいました。
ここに展示してあるものは、信濃裁縫女学校（現長野女子高校）において、生徒たちが実物を作る前に雛形として作ったものです。
およそ80年くらい前の着物類の流行やファッションの一端が知れる格好な資料と言えます"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/055288.jpg" alt="着物の雛形" title="着物の雛形" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55288">着物の雛形</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55288">明治の終わり頃から大正時代にかけて服装の主流は着物を主体とした和服でありました。この当時小学校を始め方々に裁縫教室が開かれており、大勢の女の子たちが学んでいました。
ここに展示してあるものは、信濃裁縫女学校（現長野女子高校）において、生徒たちが実物を作る前に雛形として作ったものです。
およそ80年くらい前の着物類の流行やファッションの一端が知れる格好な資料と言えます</a></td><td class="date">2023-05-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55265">20</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/420/055265.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「馬力神」母校の小学校の通学路にある石碑。

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

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

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

石碑には「大正十年七月三十日死亡」とあることから、その時代に建てられたものと考えられる。</a></td><td class="date">2023-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54490">21</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/642/054490.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「島木赤彦」島木赤彦
歌人。
上諏訪町（現諏訪市）生まれ。
本名久保田俊彦。

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

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

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

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

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

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

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

引用：長野県塩尻市公式ホームページ(https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/64/3836.html)</a></td><td class="date">2023-02-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54372">22</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「昆虫体験学習館」佐久平パーキングエリア周辺にある昆虫体験学習館は、私が小学校時代に、社会見学の一環として訪れた場所でもあるのですが、この場所に行くだけで日本の昆虫だけでなく世界の昆虫について、知る事ができ実際に観賞する事が出来ます。そして、見るだけでなく触ることやクラフト体験も出来るため、訪れた後も頭の中に記憶として残りやすく、昔から現代までの多様な昆虫を知れる場所です。

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

参考文献
http://saku-konchuukan.jp/</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54354">23</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/654/054354.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「飯島保作(花月)(いいじまほさく(かげつ))」飯島保作は、文久３年（１８６３）に飯島家の長男として横町に生まれました。明治６年（１８７３）上田街学校に入学し、明治１０年（１８７７）に上等小学校全科を卒業しました。上田街学校の教員補助の職は、天皇の御巡幸が終わった後退職し、家業（質屋）に従事しました。
　自らが作成した年賦には「家業のかたわら独学」とあります。向学心旺盛な青年で、この向学心が実業家飯島保作を生み、このころから雑誌に狂歌、川柳等々の投稿を始め、後の上田地方の庶民文学のリーダーとしての文学上の資質を開花させたのです。
　保作は、上田商工会議所会頭、第十九銀行の頭取を歴任して生涯を閉じた上田を代表する傑出けっしゅつした実業家でした。明治１５年（１８８２）１０月、上田郵便局に採用され、最初の職業の第一歩を踏み出し、"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="飯島保作(花月)(いいじまほさく(かげつ))" title="飯島保作(花月)(いいじまほさく(かげつ))" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54354">飯島保作(花月)(いいじまほさく(かげつ))</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54354">飯島保作は、文久３年（１８６３）に飯島家の長男として横町に生まれました。明治６年（１８７３）上田街学校に入学し、明治１０年（１８７７）に上等小学校全科を卒業しました。上田街学校の教員補助の職は、天皇の御巡幸が終わった後退職し、家業（質屋）に従事しました。
　自らが作成した年賦には「家業のかたわら独学」とあります。向学心旺盛な青年で、この向学心が実業家飯島保作を生み、このころから雑誌に狂歌、川柳等々の投稿を始め、後の上田地方の庶民文学のリーダーとしての文学上の資質を開花させたのです。
　保作は、上田商工会議所会頭、第十九銀行の頭取を歴任して生涯を閉じた上田を代表する傑出けっしゅつした実業家でした。明治１５年（１８８２）１０月、上田郵便局に採用され、最初の職業の第一歩を踏み出し、</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54348">24</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/654/054348.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「林倭衛 (はやししずえ)」父は、倭衛が小学校在学中に製糸工場経営に失敗し、明治４０年の春、倭衛と弟を実家の小林家にに預けたまま夜逃げ同様に東京へと出てしまいました。実家は上田駅に近い北天神町通りで蚕種用の和紙などを商っていましたが、倭衛は友人たちから離れ孤独にさいなまれましたが、同じ頃に同じ北天神町に移り住んだ馬場衛まさるが、生涯の友となりました。約１年の後にようやく父母の下に引き取られはしたものの、何かにつけて旧士族出身にこだわって失敗を繰り返す父に対して、倭衛は激しく不信を覚え続け、やがて少年の孤独感は次第に不屈な自立心へと成長していくのでした。
　明治４３年には印刷会社の給仕となり月給を得るようになると、近くの水彩画研究所の夜間部に入り、明るく旺盛な好奇心のままに、生涯にわたる美術関係の友人を"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="林倭衛 (はやししずえ)" title="林倭衛 (はやししずえ)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54348">林倭衛 (はやししずえ)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54348">父は、倭衛が小学校在学中に製糸工場経営に失敗し、明治４０年の春、倭衛と弟を実家の小林家にに預けたまま夜逃げ同様に東京へと出てしまいました。実家は上田駅に近い北天神町通りで蚕種用の和紙などを商っていましたが、倭衛は友人たちから離れ孤独にさいなまれましたが、同じ頃に同じ北天神町に移り住んだ馬場衛まさるが、生涯の友となりました。約１年の後にようやく父母の下に引き取られはしたものの、何かにつけて旧士族出身にこだわって失敗を繰り返す父に対して、倭衛は激しく不信を覚え続け、やがて少年の孤独感は次第に不屈な自立心へと成長していくのでした。
　明治４３年には印刷会社の給仕となり月給を得るようになると、近くの水彩画研究所の夜間部に入り、明るく旺盛な好奇心のままに、生涯にわたる美術関係の友人を</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54346">25</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/654/054346.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中村直人 (なかむらなおんど)」大正期中ごろ山本鼎が提唱した「農民美術」と「児童自由画教育」の二つの運動の、発祥の地、神川で少年期を過ごした直人は、リアルタイムに農民美術、児童自由画教育の誕生を直視し、その渦中で小学校時代を過ごしました。
　１５歳の時、山本鼎の世話で上京し、木彫家吉田白嶺の木心社に入門。兄弟子松村外次郎より木彫の手ほどきを受け、小杉法庵にデッサンを習い、自己の彫刻表現の模索が始まりました。大正１４年、直人２１歳で院展初入選、以後連続入選し大正１５年に日本美術院賞を受賞。昭和１０年には院展同人（会員）に推挙され日本の彫刻界の新風として頭角を現し始めました。
　終戦後は、新日本美術会創設に参加し、各種展覧会に出品しました。その後、以前から親交を深めていた画家で彫刻家の藤田嗣治がフランスに渡り、"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="中村直人 (なかむらなおんど)" title="中村直人 (なかむらなおんど)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54346">中村直人 (なかむらなおんど)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54346">大正期中ごろ山本鼎が提唱した「農民美術」と「児童自由画教育」の二つの運動の、発祥の地、神川で少年期を過ごした直人は、リアルタイムに農民美術、児童自由画教育の誕生を直視し、その渦中で小学校時代を過ごしました。
　１５歳の時、山本鼎の世話で上京し、木彫家吉田白嶺の木心社に入門。兄弟子松村外次郎より木彫の手ほどきを受け、小杉法庵にデッサンを習い、自己の彫刻表現の模索が始まりました。大正１４年、直人２１歳で院展初入選、以後連続入選し大正１５年に日本美術院賞を受賞。昭和１０年には院展同人（会員）に推挙され日本の彫刻界の新風として頭角を現し始めました。
　終戦後は、新日本美術会創設に参加し、各種展覧会に出品しました。その後、以前から親交を深めていた画家で彫刻家の藤田嗣治がフランスに渡り、</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54345">26</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/654/054345.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「久米正雄(くめまさお)」久米は、明治２４年上田片平町（大手町）で生まれました。父由太郎は明治２８年小県郡立高等小学校兼上田尋常小学校校長として勤務していましたが、明治３１年、父が校長を務めていた上田尋常高等小学校上田分教場が焼失。その責めを負って父が自刃してしまったため、一家は母の実家福島県安積あさか郡桑野村へ転居し、ここで久米は中学時代を過ごしました。
　この時代に、安積中学校の教頭と国語教師に指導を受け、俳人としての才能を見込まれ、将来を嘱望されるまでになりました。中学校在学中に「笹鳴吟社」を結成、また、学校教員の集まりである「群峰社」にも参加。桑野村を訪れた正岡子規や河東碧梧桐かわひがしへきごとうの影響を受け、新俳句会への道を進み、一高時代には碧門下の日本派俳人として知られるようになりました"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="久米正雄(くめまさお)" title="久米正雄(くめまさお)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54345">久米正雄(くめまさお)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54345">久米は、明治２４年上田片平町（大手町）で生まれました。父由太郎は明治２８年小県郡立高等小学校兼上田尋常小学校校長として勤務していましたが、明治３１年、父が校長を務めていた上田尋常高等小学校上田分教場が焼失。その責めを負って父が自刃してしまったため、一家は母の実家福島県安積あさか郡桑野村へ転居し、ここで久米は中学時代を過ごしました。
　この時代に、安積中学校の教頭と国語教師に指導を受け、俳人としての才能を見込まれ、将来を嘱望されるまでになりました。中学校在学中に「笹鳴吟社」を結成、また、学校教員の集まりである「群峰社」にも参加。桑野村を訪れた正岡子規や河東碧梧桐かわひがしへきごとうの影響を受け、新俳句会への道を進み、一高時代には碧門下の日本派俳人として知られるようになりました</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54333">27</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/257/054333.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小学校だより　運動部」学校だよりの内容はいまの小学生がもらってくるものと同じで保護者向けのものでした。しかし今よりも謙っておりとても丁寧に固い表現な印象をうけました。
運動部の欄では野球部の部分のみを投稿しているがそれぞれの部活動のメンバーがフルネームで掲載されていました。プライバシー面で今は論争が巻き起こりそうですね。

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

▼この記事は以下から参照できます。
#1260 『西塩田公報』第83号(1954年8月5日)4頁
リンクする場合は以下のようにHTMLで記述する “”は付けないこと
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1261.jpg>
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1261.jpg</a></a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54330">28</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「まとめ」上田市、特に私の住んでいる神川地区の芸術家について探求してみました。
きっかけとして私は山本鼎が初めて自由画教育行った神川小学校にも通っていて小さい頃が馴染みがありました。また「山本鼎先生の部屋」という教室があり、当時の生徒が描いた作品が保管されていました。私が小学校の時も山本鼎について学んだり、農民美術も飾ってあったりと、とても身近な存在に感じていました。
そこで山本鼎のような芸術家はどのような影響を与えたかを探求してみたいと思いました。
多くの芸術家は農民などにあまり縁のなかった芸術に触れてもらおうと活発な運動をしていて、上田に対する愛を感じました。また芸術の他にも教育や行政にも関わることも行っていて上田市民のために動いた芸術家が多くいることが分かりました。今まで上田で暮"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="まとめ" title="まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54330">まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54330">上田市、特に私の住んでいる神川地区の芸術家について探求してみました。
きっかけとして私は山本鼎が初めて自由画教育行った神川小学校にも通っていて小さい頃が馴染みがありました。また「山本鼎先生の部屋」という教室があり、当時の生徒が描いた作品が保管されていました。私が小学校の時も山本鼎について学んだり、農民美術も飾ってあったりと、とても身近な存在に感じていました。
そこで山本鼎のような芸術家はどのような影響を与えたかを探求してみたいと思いました。
多くの芸術家は農民などにあまり縁のなかった芸術に触れてもらおうと活発な運動をしていて、上田に対する愛を感じました。また芸術の他にも教育や行政にも関わることも行っていて上田市民のために動いた芸術家が多くいることが分かりました。今まで上田で暮</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54325">29</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/550/054325.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中村直人」大正期中ごろ山本鼎が提唱した「農民美術」と「児童自由画教育」の二つの運動の、発祥の地、神川で少年期を過ごした直人は、リアルタイムに農民美術、児童自由画教育の誕生を直視し、その中で小学校時代を過ごしました。
１５歳の時、山本鼎の世話で上京し、木彫家吉田白嶺の木心社に入門。昭和１０年には院展同人（会員）に推挙され日本の彫刻界の新風として頭角を現し始めました。
その後日本で活躍し、47歳でパリに渡りました。昭和28年のパリ展で大成功し、その後何度か個展を開き話題となり、滞欧１２年の間に彫刻家から国際的な画家に見事な変身を遂げました。
昭和３９年日本へ帰国。同年滞欧作展でパリ生活１２年の成果を証明しました。その後二科会に招かれ、昭和５５年には内閣総理大臣賞を受賞しました。帰国後は、様々な分"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="中村直人" title="中村直人" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54325">中村直人</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54325">大正期中ごろ山本鼎が提唱した「農民美術」と「児童自由画教育」の二つの運動の、発祥の地、神川で少年期を過ごした直人は、リアルタイムに農民美術、児童自由画教育の誕生を直視し、その中で小学校時代を過ごしました。
１５歳の時、山本鼎の世話で上京し、木彫家吉田白嶺の木心社に入門。昭和１０年には院展同人（会員）に推挙され日本の彫刻界の新風として頭角を現し始めました。
その後日本で活躍し、47歳でパリに渡りました。昭和28年のパリ展で大成功し、その後何度か個展を開き話題となり、滞欧１２年の間に彫刻家から国際的な画家に見事な変身を遂げました。
昭和３９年日本へ帰国。同年滞欧作展でパリ生活１２年の成果を証明しました。その後二科会に招かれ、昭和５５年には内閣総理大臣賞を受賞しました。帰国後は、様々な分</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54277">30</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/054277.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2022アウトカム」長野大学企業情報学部前川ゼミ／プロジェクト研究2022成果報告

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

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

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

▼前川ゼミ・ポートフォリオ（マイサイト）
【1】川口将太(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/paruparu>企業のソーシャルメディアを用いたメディア戦略</a>
【2】高山大和(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/athleta77>持続的な地域活性化策～大洗モデル～</a>
【3】林 亮太(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/GUNDAM09>「海外視聴者向けの日本国内旅行動画」その特徴と活用方法の調査</a>
【4】中澤愛華(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/aika0117>神川小学校における地域学習支援</a>
【5】春原百々羽(2年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/EDENS99>蚕について地元の人が学ぶ理</a></td><td class="date">2023-01-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54236">31</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/51/054236.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「神川小学校の地域学習支援　まとめ」今年度「神川小学校の地域学習支援」というテーマで行ってきたプロジェクト研究の振り返りとまとめです。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="神川小学校の地域学習支援　まとめ" title="神川小学校の地域学習支援　まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54236">神川小学校の地域学習支援　まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54236">今年度「神川小学校の地域学習支援」というテーマで行ってきたプロジェクト研究の振り返りとまとめです。</a></td><td class="date">2023-01-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54159">32</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/637/054159.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「吉田東伍について」越後の農民として生まれた吉田東伍は、郷土の大地こそが日本の風土の一部であり、日本を正しく理解するためには、風土を組み立てている郷土についてしっかり見なければならないと考えていた。13年という長い時間をかけて編纂した、大日本地名辞書は人間の活動地帯である「土地」と刻まれた歴史の語り部としての「地名」を大切にすることを教えた。我が国全土の「郷土の未来」を見据えるための学問であると言える。

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

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

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

彼の地理学の研究から、彼は小さな町の目立たない郷土や風土は決して意味のない産物ではなく、日本という国を作る一つの要素として働きかけているのだと伝えているのだと</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54132">33</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/550/054132.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「金井正について」金井正は、明治１９年神川村国分に、金井家の三男として生まれました。県立長野中学校（現上田高等学校）に入学。家庭の事情から家督を継ぎ、父が局長を務める国分郵便局の事務員として勤務しました。その一方で哲学者西田幾多郎の存在を知り、哲学に関心を高め、神川読書会を企画したり同人雑誌の創刊し、社会主義による啓蒙を図りました。山本鼎がヨーロッパ留学から戻り、訪ね、児童自由画教育と農民美術運動に感銘を受け、協力を約束し、鼎による講演会「児童自由画の奨励について」を企画。続いて「第１回児童自由画展」を開催し、予想以上の成功を収めました。
　農民美術運動については、鼎と連名で日本農民美術建業の趣意書を作成して、神川村の人々に働きかけました。大正８年に第１回農民美術練習所を神川小学校で開設し、"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="金井正について" title="金井正について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54132">金井正について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54132">金井正は、明治１９年神川村国分に、金井家の三男として生まれました。県立長野中学校（現上田高等学校）に入学。家庭の事情から家督を継ぎ、父が局長を務める国分郵便局の事務員として勤務しました。その一方で哲学者西田幾多郎の存在を知り、哲学に関心を高め、神川読書会を企画したり同人雑誌の創刊し、社会主義による啓蒙を図りました。山本鼎がヨーロッパ留学から戻り、訪ね、児童自由画教育と農民美術運動に感銘を受け、協力を約束し、鼎による講演会「児童自由画の奨励について」を企画。続いて「第１回児童自由画展」を開催し、予想以上の成功を収めました。
　農民美術運動については、鼎と連名で日本農民美術建業の趣意書を作成して、神川村の人々に働きかけました。大正８年に第１回農民美術練習所を神川小学校で開設し、</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54131">34</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/51/054131.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「最終発表～神川小学校の地域学習支援～」今年度「神川小学校の地域学習支援」というテーマで活動を進めてきました。前期から夏休みにかけて何度も校長先生や担任の先生方とミーティングを重ね、地域学習の授業案を考えるところから学校に提案、そして後期には実際に授業を行う機会をいただき全3回の授業をやらせていただきました。タブレット端末を活用した授業、そして児童自由画教育を取り入れた授業を行ったことで、地域をフィールドにした児童の主体的な学びの支援ができたので良かったと思います。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="最終発表～神川小学校の地域学習支援～" title="最終発表～神川小学校の地域学習支援～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54131">最終発表～神川小学校の地域学習支援～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54131">今年度「神川小学校の地域学習支援」というテーマで活動を進めてきました。前期から夏休みにかけて何度も校長先生や担任の先生方とミーティングを重ね、地域学習の授業案を考えるところから学校に提案、そして後期には実際に授業を行う機会をいただき全3回の授業をやらせていただきました。タブレット端末を活用した授業、そして児童自由画教育を取り入れた授業を行ったことで、地域をフィールドにした児童の主体的な学びの支援ができたので良かったと思います。</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54129">35</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/550/054129.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「農民美術運動を促進した人物」版画家・山本鼎は、明治１５年愛知県岡崎市で生まれましたが、父親が小県郡神川村大屋(現在の上田市大屋)に大屋医院を開業したため、鼎は上田との由縁がありました。
鼎は版画家としてだけでなく、画家としてもその名を残しました。明治３５年、２０歳で東京美術学校へ入学し、「湖畔」で有名な黒田清輝に油絵を学びました。大正元年にはフランスに渡り、その間に描いた作品はどれも好評を博しました。
帰国後、児童画とその指導方法の改革を目指した運動を起こします。鼎は絵を描く技術、方法が重要ではなく、自分の目で見て、感じたとったものを描くことが、児童の発達に大切などだと説きました。その後大正8年4月には神川小学校で第一回児童自由画展覧会を開催し、自由画教育は全国各地に広がりました。
一方、大正8年11月には神川村"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="農民美術運動を促進した人物" title="農民美術運動を促進した人物" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54129">農民美術運動を促進した人物</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54129">版画家・山本鼎は、明治１５年愛知県岡崎市で生まれましたが、父親が小県郡神川村大屋(現在の上田市大屋)に大屋医院を開業したため、鼎は上田との由縁がありました。
鼎は版画家としてだけでなく、画家としてもその名を残しました。明治３５年、２０歳で東京美術学校へ入学し、「湖畔」で有名な黒田清輝に油絵を学びました。大正元年にはフランスに渡り、その間に描いた作品はどれも好評を博しました。
帰国後、児童画とその指導方法の改革を目指した運動を起こします。鼎は絵を描く技術、方法が重要ではなく、自分の目で見て、感じたとったものを描くことが、児童の発達に大切などだと説きました。その後大正8年4月には神川小学校で第一回児童自由画展覧会を開催し、自由画教育は全国各地に広がりました。
一方、大正8年11月には神川村</a></td><td class="date">2023-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54121">36</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西部地域デジタルマップ出前講座と塩尻小学校学習支援の振り返り」西部地域デジタルマップ出前講座と塩尻小学校学習学習支援を実施してみての結果や課題などをまとめてあります。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="西部地域デジタルマップ出前講座と塩尻小学校学習支援の振り返り" title="西部地域デジタルマップ出前講座と塩尻小学校学習支援の振り返り" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54121">西部地域デジタルマップ出前講座と塩尻小学校学習支援の振り返り</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54121">西部地域デジタルマップ出前講座と塩尻小学校学習学習支援を実施してみての結果や課題などをまとめてあります。</a></td><td class="date">2023-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42652">37</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「1/12日　調査まとめ」上田と「山本鼎」
自由画運動
山本鼎（やまもと　かなえ）は愛知県岡崎市出身の画家であると共に、上田を拠点に「自由画運動」「農民美術運動」の先駆けとなった人物である。愛知県出身の山本であるが、父親が小県郡神川村大屋（現在の上田市大屋）に病院を開業したことをきっかけに上田と縁を持つこととなる。1912年にフランスに5年間の留学へ向かった山本は、日本に帰国後、児童画の改革を目指した運動を起こした。山本の言葉に「自分が直接感じたものが尊い」というものがあるが、当時の児童画の指導方法は「お手本の模写」が主流であった。山本はこれに対し、絵の技術や方法が重要なのではなく、自分の目で見た物、感じた物を描くことが児童の発達にとって大切であると説き、1919年に神川小学校で第一回児童自由画展覧会が開催され、"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="1/12日　調査まとめ" title="1/12日　調査まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42652">1/12日　調査まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42652">上田と「山本鼎」
自由画運動
山本鼎（やまもと　かなえ）は愛知県岡崎市出身の画家であると共に、上田を拠点に「自由画運動」「農民美術運動」の先駆けとなった人物である。愛知県出身の山本であるが、父親が小県郡神川村大屋（現在の上田市大屋）に病院を開業したことをきっかけに上田と縁を持つこととなる。1912年にフランスに5年間の留学へ向かった山本は、日本に帰国後、児童画の改革を目指した運動を起こした。山本の言葉に「自分が直接感じたものが尊い」というものがあるが、当時の児童画の指導方法は「お手本の模写」が主流であった。山本はこれに対し、絵の技術や方法が重要なのではなく、自分の目で見た物、感じた物を描くことが児童の発達にとって大切であると説き、1919年に神川小学校で第一回児童自由画展覧会が開催され、</a></td><td class="date">2023-01-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42505">38</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/416/042505.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「女の多い話(『西塩田時報』第7号(大正13年7月1日)4頁)」【女の多い話】
小学校において、男児よりも女児の方が多いとする統計データについて、「飛鳥生」なる人物が私見を述べるという項目。一般に男性と女性の人口比は105:100と言われている。飛鳥は先述の統計を「面白い研究材料」と述べていたが、私も甚だそう思う。飛鳥はこれについて、女性の労働が少ないことが原因であると冗談交じりに述べていた。

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

【雑草】
「名のある人によって成し遂げられた事ばかりが尊い事ではない」という書き出しが目を引いた。功績をあげた人がどんなに名のある人かよりも、功績そのものがいかに素晴らしいかを評価すべきであるというのは、私の人生観に一致する。価値観というのは時代と共に変わっていくものと思っていたが、共にする場合もあるものだと感じた。</a></td><td class="date">2022-12-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42444">39</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/482/042444.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小学校だより　 『西塩田時報』第19号(1925年6月1日)3頁」当時の西塩田小学校生徒の身体測定の結果が載せられた記事。「身体測定の結果が公にされる」こと事態が現代では考えられないことですが、結果についての講評から軍隊としての戦力をほのめかす様な印象を受け、時代の違いを感じられる記事でした。

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

▼この記事は以下から参照できます
#85 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0085.jpg>『西塩田時報』第19号(1925年6月1日)3頁</a></a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11754">40</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/48/011754.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩尻小学校学習支援の様子②」11月25日(金)に実施した塩尻小学校3年生の学習支援の様子です。今回は地域探検の写真を「塩尻小まなびサイト」に投稿しようという内容で実施しました。3年生の児童は8日(金)に秋和の地域探検を行ったのですが、chromebookが外で使えず、児童自身は写真が撮れなかったということで、今回は地元の方が撮影してくださった写真を使って投稿してもらいました。

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

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

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

私自身も児</a></td><td class="date">2022-12-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11715">41</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/484/011715.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「現代にも伝わる養蚕」上田市の小学校では、３・４年時に蚕を育てる学校が数多くあります。塩川小学校では、８月に上田市常田にある「上田蚕種」から蚕種を譲り受け、９月下旬頃に繭になるまで育てます。小学校生活の思い出として強烈に残る学年行事です。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/484/thumbnails/011715.jpg" alt="現代にも伝わる養蚕" title="現代にも伝わる養蚕" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11715">現代にも伝わる養蚕</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11715">上田市の小学校では、３・４年時に蚕を育てる学校が数多くあります。塩川小学校では、８月に上田市常田にある「上田蚕種」から蚕種を譲り受け、９月下旬頃に繭になるまで育てます。小学校生活の思い出として強烈に残る学年行事です。</a></td><td class="date">2023-01-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11656">42</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=11615">43</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/572/011615.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「振り返って」これまで上塩尻と桑折町における養蚕業について説明してきました。上塩尻では養蚕に関する情報がいくつも残されていましたが、桑折町には残されている遺産はほとんどなく、情報や文献が少ないように感じました。現地に赴くことでしか分からないこともあるので、帰省した際にはじっくり散策を行い、再確認したいと思います。

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

小学校中学年の頃に理科の授業の一環として蚕を飼育していたことや祖父母の家でも養蚕が営まれていたという話から「養蚕」というテーマには馴染みがありました。しかし、私自身地元のことであるのにも関わらず新たな発見がたくさんあり、視野を広げて興味を持ってみることの重要性を実感しました。地域産業の誇りとなった養蚕業の歴史を上塩尻での取り組みのように何らかの形で未来に繋いでいけるのが理想の形</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11399">44</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/454/011399.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「二十四の瞳」2022/03/01

二十四の瞳の舞台。小豆島へ。
小豆島というと私が思い浮かぶのは「オリーブ」「二十四の瞳」「昔の車のCM」。小学校の頃からいつか行きたいな～。と思っていた。

小豆島に入ってすぐに、二十四の瞳の像が。
うわ～、ホンモノだ。写真で見てたやつ！となり小豆島に来たんだな～と実感した。
その後、車で小豆島を回り念願の「二十四の瞳映画村」へ！

しかし、なんとコロナウイルスの影響で臨時閉館していた。行きたくてたまらなかった私はすき間から映画村をたくさん覗いた。
二十四の瞳映画村がしまっていてショックを受けたのかなと思いながら、この日の日記を見ると


「二十四の瞳映画村にいくと臨時休館していた。また小豆島に来る理由ができた。ラッキー！」（当時の日記より）

と書いてあった。
いや、、どん"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/454/thumbnails/011399.jpg" alt="二十四の瞳" title="二十四の瞳" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11399">二十四の瞳</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11399">2022/03/01

二十四の瞳の舞台。小豆島へ。
小豆島というと私が思い浮かぶのは「オリーブ」「二十四の瞳」「昔の車のCM」。小学校の頃からいつか行きたいな～。と思っていた。

小豆島に入ってすぐに、二十四の瞳の像が。
うわ～、ホンモノだ。写真で見てたやつ！となり小豆島に来たんだな～と実感した。
その後、車で小豆島を回り念願の「二十四の瞳映画村」へ！

しかし、なんとコロナウイルスの影響で臨時閉館していた。行きたくてたまらなかった私はすき間から映画村をたくさん覗いた。
二十四の瞳映画村がしまっていてショックを受けたのかなと思いながら、この日の日記を見ると


「二十四の瞳映画村にいくと臨時休館していた。また小豆島に来る理由ができた。ラッキー！」（当時の日記より）

と書いてあった。
いや、、どん</a></td><td class="date">2022-11-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11355">45</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/164/011355.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小諸・上塩尻・その他地域における活動中間報告」小諸・上塩尻・その他地域における後期の活動について述べています。
具体的な内容としては、小諸では講演会の参加やそのYouTube撮影・投稿を行い、上塩尻では藤本蚕業歴史館資料のデジタル化、その他地域では神川小学校のデジタルマップを利用した学習支援や上田自由大学シンポジウム及びキモノマルシェの参加について書いています。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/164/thumbnails/011355.jpg" alt="小諸・上塩尻・その他地域における活動中間報告" title="小諸・上塩尻・その他地域における活動中間報告" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11355">小諸・上塩尻・その他地域における活動中間報告</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11355">小諸・上塩尻・その他地域における後期の活動について述べています。
具体的な内容としては、小諸では講演会の参加やそのYouTube撮影・投稿を行い、上塩尻では藤本蚕業歴史館資料のデジタル化、その他地域では神川小学校のデジタルマップを利用した学習支援や上田自由大学シンポジウム及びキモノマルシェの参加について書いています。</a></td><td class="date">2022-11-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11348">46</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/317/011348.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蓼科高校学習支援中間報告」これまで蓼科高校で「蓼科学を通して自分の興味関心を外部に発信し、『成功体験』を得る」という目的のもと、全１０回、これまで６回の授業を行った。授業内容は以下の通り。

1 9 月 26 日 校内ミニ探検 自分の興味を地域に向ける導入体験
2 10 月 3 日 立科町を探ろう 立科町の情報ゲット
3 10 月 17 日 立科町探検隊 Part1
4 10 月 24 日 立科町探検隊 Part2
5 11 月 7 日 探検を記事にして伝える 1
6 11 月 14 日 立科町探検隊 Part3
7 11 月 28 日 探検を記事にして伝える 2
8 12 月 5 日 クイズ作成
9 12 月 12 日 クイズ大会リハーサル
10 12 月 19 日 立科町クイズ大会(立科小)

　全３回フィールドワークで長門牧場・蓼科第二牧場・芦田宿・道の駅・権現の湯に訪問をした。
　３回のフィールドワークを通して、生徒の立科町に対する興味の関心は全体的に薄いという"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/317/thumbnails/011348.jpg" alt="蓼科高校学習支援中間報告" title="蓼科高校学習支援中間報告" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11348">蓼科高校学習支援中間報告</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11348">これまで蓼科高校で「蓼科学を通して自分の興味関心を外部に発信し、『成功体験』を得る」という目的のもと、全１０回、これまで６回の授業を行った。授業内容は以下の通り。

1 9 月 26 日 校内ミニ探検 自分の興味を地域に向ける導入体験
2 10 月 3 日 立科町を探ろう 立科町の情報ゲット
3 10 月 17 日 立科町探検隊 Part1
4 10 月 24 日 立科町探検隊 Part2
5 11 月 7 日 探検を記事にして伝える 1
6 11 月 14 日 立科町探検隊 Part3
7 11 月 28 日 探検を記事にして伝える 2
8 12 月 5 日 クイズ作成
9 12 月 12 日 クイズ大会リハーサル
10 12 月 19 日 立科町クイズ大会(立科小)

　全３回フィールドワークで長門牧場・蓼科第二牧場・芦田宿・道の駅・権現の湯に訪問をした。
　３回のフィールドワークを通して、生徒の立科町に対する興味の関心は全体的に薄いという</a></td><td class="date">2022-11-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11320">47</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/51/011320.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「10/31　塩尻小学習支援」10月31日に塩尻小学校の児童がデジタルマップ「塩尻小まなびサイト」に記事を投稿するお手伝いをしてきました。
今回はサポートとして参加したので教室の後ろの方で見守っていましたが、どんどんと記事を書き多い人は5件ほど投稿できていて驚きました。
普段から少しクロームブックを使っているとのことだったのですが、ローマ字でどんどん文字を入力していっている児童が多かった印象です。
みんなその場で天井の写真を撮ったので同じような写真ばかりになっていましたが、その中でもしっかり説明文を書いている児童が何人もいました。
児童からは「これから地域探検や写真を撮るときにこのサイトを使ってみたい」という声もあり、今後に活かせる学習の支援ができたのではないかなと思います。
次の神川小の学習支援を行うにあたり参"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="10/31　塩尻小学習支援" title="10/31　塩尻小学習支援" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11320">10/31　塩尻小学習支援</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11320">10月31日に塩尻小学校の児童がデジタルマップ「塩尻小まなびサイト」に記事を投稿するお手伝いをしてきました。
今回はサポートとして参加したので教室の後ろの方で見守っていましたが、どんどんと記事を書き多い人は5件ほど投稿できていて驚きました。
普段から少しクロームブックを使っているとのことだったのですが、ローマ字でどんどん文字を入力していっている児童が多かった印象です。
みんなその場で天井の写真を撮ったので同じような写真ばかりになっていましたが、その中でもしっかり説明文を書いている児童が何人もいました。
児童からは「これから地域探検や写真を撮るときにこのサイトを使ってみたい」という声もあり、今後に活かせる学習の支援ができたのではないかなと思います。
次の神川小の学習支援を行うにあたり参</a></td><td class="date">2022-10-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11214">48</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/48/011214.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「神川小学校学習支援の様子」11月7日(月)に神川小学校の学習支援を行いました。地域探検の時もそうでしたが、3クラス同時に行うということで、今回も塩尻小学校と同様、児童にデジタルマップの使い方を教えながら、一緒に地域探検で撮った写真を神川まなびあいひろばというサイトに投稿しました。塩尻小学校での経験もあったことから、今回の説明ではスムーズに行うことができました。投稿については児童によって件数はバラバラですが、多い子では5件ほど投稿していました。私が担当したクラスでは位置情報も記録してもらいましたが、私の説明でもしっかりサイトを使えていて、児童の飲み込みがとても早いことを実感し、驚きました。

今回の支援も含め、私自身2回児童にサイトの説明をすることや2校での学習支援をする機会がありましたが、学習支援を行っていく難し"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/48/thumbnails/011214.jpg" alt="神川小学校学習支援の様子" title="神川小学校学習支援の様子" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11214">神川小学校学習支援の様子</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11214">11月7日(月)に神川小学校の学習支援を行いました。地域探検の時もそうでしたが、3クラス同時に行うということで、今回も塩尻小学校と同様、児童にデジタルマップの使い方を教えながら、一緒に地域探検で撮った写真を神川まなびあいひろばというサイトに投稿しました。塩尻小学校での経験もあったことから、今回の説明ではスムーズに行うことができました。投稿については児童によって件数はバラバラですが、多い子では5件ほど投稿していました。私が担当したクラスでは位置情報も記録してもらいましたが、私の説明でもしっかりサイトを使えていて、児童の飲み込みがとても早いことを実感し、驚きました。

今回の支援も含め、私自身2回児童にサイトの説明をすることや2校での学習支援をする機会がありましたが、学習支援を行っていく難し</a></td><td class="date">2022-11-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11207">49</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/48/011207.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「神川小学校地域探検の様子」10月27日(木)に私も参加した、神川小学校3年生の地域探検の様子です。児童が地域探検している様子を見るのは初めてだったので、支援する上でも心配な点はありましたが、児童たちはとても楽しそうに探検していて、chromebookでたくさん写真を撮っている様子が見れて、私自身も児童と関わるとても良い機会となりました。児童から私に話しかけてくれる子もいて、支援側ではありましたが、児童と一緒に地域探検を楽しめました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/48/thumbnails/011207.jpg" alt="神川小学校地域探検の様子" title="神川小学校地域探検の様子" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11207">神川小学校地域探検の様子</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11207">10月27日(木)に私も参加した、神川小学校3年生の地域探検の様子です。児童が地域探検している様子を見るのは初めてだったので、支援する上でも心配な点はありましたが、児童たちはとても楽しそうに探検していて、chromebookでたくさん写真を撮っている様子が見れて、私自身も児童と関わるとても良い機会となりました。児童から私に話しかけてくれる子もいて、支援側ではありましたが、児童と一緒に地域探検を楽しめました。</a></td><td class="date">2022-11-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11205">50</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/48/011205.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩尻小学校学習支援の様子➀」10月31日(月)の塩尻小学校3年生を対象に実施したデジタルマップの学習支援の様子です。肖像権の関係で写真はぼかしてありますが、実施してみて感じたこととしては、時間が短いながらも児童1人1人が記事を1件投稿することができていて、とても良かったです。タイトルや説明文に何を入力するか悩んでいた子も多かった印象でしたが、実施する中で少しでも面白さを知ってもらえたのではないかと思います。

また、私自身児童の前でデジタルマップの使い方などを説明することが初めてで、実際行っている中でも上手く進行できなかった部分もあったと思いますが、こうしてデジタルマップを使った学習の面白さを児童に伝える機会を作っていただくことができ、私にとっても良い機会となりました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/48/thumbnails/011205.jpg" alt="塩尻小学校学習支援の様子➀" title="塩尻小学校学習支援の様子➀" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11205">塩尻小学校学習支援の様子➀</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11205">10月31日(月)の塩尻小学校3年生を対象に実施したデジタルマップの学習支援の様子です。肖像権の関係で写真はぼかしてありますが、実施してみて感じたこととしては、時間が短いながらも児童1人1人が記事を1件投稿することができていて、とても良かったです。タイトルや説明文に何を入力するか悩んでいた子も多かった印象でしたが、実施する中で少しでも面白さを知ってもらえたのではないかと思います。

また、私自身児童の前でデジタルマップの使い方などを説明することが初めてで、実際行っている中でも上手く進行できなかった部分もあったと思いますが、こうしてデジタルマップを使った学習の面白さを児童に伝える機会を作っていただくことができ、私にとっても良い機会となりました。</a></td><td class="date">2022-11-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11204">51</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩尻小学校学習支援の計画・提案・実施」後期(10月)に入ってから、塩尻小学校の3年生と4年生の児童を対象とした学習支援の計画をし、10月25日(火)に塩尻小学校へ提案をしに行きました。左のPDFが3年生、右のPDFが4年生の提案書になります。提案してみたところ、今年度は時間が厳しく、計画書の通りに実行することはできませんでした。しかし、デジタルマップの使い方について教えてもらう時間を取って欲しいと言ってくださり、10月31日(月)に3年生を対象に実施しました。その様子については、別で投稿する記事をご覧ください。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="塩尻小学校学習支援の計画・提案・実施" title="塩尻小学校学習支援の計画・提案・実施" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11204">塩尻小学校学習支援の計画・提案・実施</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11204">後期(10月)に入ってから、塩尻小学校の3年生と4年生の児童を対象とした学習支援の計画をし、10月25日(火)に塩尻小学校へ提案をしに行きました。左のPDFが3年生、右のPDFが4年生の提案書になります。提案してみたところ、今年度は時間が厳しく、計画書の通りに実行することはできませんでした。しかし、デジタルマップの使い方について教えてもらう時間を取って欲しいと言ってくださり、10月31日(月)に3年生を対象に実施しました。その様子については、別で投稿する記事をご覧ください。</a></td><td class="date">2022-11-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10385">52</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/538/010385.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田市立第二中学校」上田市立第二中学校です。上田城のすぐ隣にある公立の中学校です。2015年から新校舎になったため、公立とは思えないきれいさで正直長大よりきれいです。
自分が通っていた中学校や小学校は公立なのでもちろん全然きれいではありませんし、きれいなのは私立だけだと思っていました。しかし、同じ北陸新幹線沿いである金沢に旅行で行った時も、公立でこのようなきれいな学校があったため、北陸新幹線の2015年における長野 - 金沢間開業によって近年また栄え始めた地域では、このように公立学校にお金が使われることがあったのかなと考えました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田市立第二中学校" title="上田市立第二中学校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10385">上田市立第二中学校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10385">上田市立第二中学校です。上田城のすぐ隣にある公立の中学校です。2015年から新校舎になったため、公立とは思えないきれいさで正直長大よりきれいです。
自分が通っていた中学校や小学校は公立なのでもちろん全然きれいではありませんし、きれいなのは私立だけだと思っていました。しかし、同じ北陸新幹線沿いである金沢に旅行で行った時も、公立でこのようなきれいな学校があったため、北陸新幹線の2015年における長野 - 金沢間開業によって近年また栄え始めた地域では、このように公立学校にお金が使われることがあったのかなと考えました。</a></td><td class="date">2022-10-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10257">53</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/010257.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「菅平中「すずらん祭」2022参観」★菅平中学校第26回「すずらん祭」2022/10/21(金)
「すずらん祭」を参観してきました。何と保護者参加の学校祭です。しかも26回目という歴史を刻んでいます。今回の「すずらん祭」のスローガンは「現状打破」。生徒会のスローガンとのこと。何と頼もしいスローガンでしょう。今年からは小中学生合同の形に進化させたとのこと。中学生たち、やりますね。

授業参観よりもこの形態の方が保護者にとってもお子さんのアクティビティに直に触れてよいのではないでしょうか。小規模校だからできるグッドプラクティスと思います。望ましくは他の学校でもできるモデルとして見ていただければ。コロナ禍のことなどもあり祭の様子はYouTubeでもライブ配信。dxの実践をしていることも頼もしい（ただ配信の質には課題がありました）。
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「すずらん祭」を参観してきました。何と保護者参加の学校祭です。しかも26回目という歴史を刻んでいます。今回の「すずらん祭」のスローガンは「現状打破」。生徒会のスローガンとのこと。何と頼もしいスローガンでしょう。今年からは小中学生合同の形に進化させたとのこと。中学生たち、やりますね。

授業参観よりもこの形態の方が保護者にとってもお子さんのアクティビティに直に触れてよいのではないでしょうか。小規模校だからできるグッドプラクティスと思います。望ましくは他の学校でもできるモデルとして見ていただければ。コロナ禍のことなどもあり祭の様子はYouTubeでもライブ配信。dxの実践をしていることも頼もしい（ただ配信の質には課題がありました）。
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戸隠神社へ。
今回で訪れるのは3回目。1回目は天気のいい夏に。2回目は大雪の次の日に。そして3回目の今日はしとしとと雨が降っていた。

天気が違うだけでこんなにも雰囲気が違うのか。と驚いた。
少し湿った地面と杉の木に落ちる雨音が不思議な空間を演出していた。

1回目は大学の友達と来たな。2回目は小学校の友達と。と今までの思い出を振り返りながら。
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戸隠神社へ。
今回で訪れるのは3回目。1回目は天気のいい夏に。2回目は大雪の次の日に。そして3回目の今日はしとしとと雨が降っていた。

天気が違うだけでこんなにも雰囲気が違うのか。と驚いた。
少し湿った地面と杉の木に落ちる雨音が不思議な空間を演出していた。

1回目は大学の友達と来たな。2回目は小学校の友達と。と今までの思い出を振り返りながら。
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「自分が直接感じたものが尊い」という山本鼎が提唱した言葉を現代の子供達に伝えたいという思いからこの学習支援を計画しました。
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「自分が直接感じたものが尊い」という山本鼎が提唱した言葉を現代の子供達に伝えたいという思いからこの学習支援を計画しました。
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太平洋戦争時における日常生活の体験・エピソードを学生たちが聞き取りをして記録集にまとめました。

第１部：
学生たちによる戦争体験者への聞き取り調査
（戦時下の日常生活や戦争体験など、当時のリアルな状況を聞き取り）

第２部：
上田市内に残る戦跡調査
（学生たちが、忘れらつつある戦争遺跡を調査しました）

第３部
調査研究の振り返り
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太平洋戦争時における日常生活の体験・エピソードを学生たちが聞き取りをして記録集にまとめました。

第１部：
学生たちによる戦争体験者への聞き取り調査
（戦時下の日常生活や戦争体験など、当時のリアルな状況を聞き取り）

第２部：
上田市内に残る戦跡調査
（学生たちが、忘れらつつある戦争遺跡を調査しました）

第３部
調査研究の振り返り

上田市内の小学校・中学校・図書館に配布しました。</a></td><td class="date">2022-09-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9531">57</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中間発表～神川小学校の地域学習支援～」今年度「神川小学校の地域学習支援」というテーマで進めてきたプロジェクト研究の中間発表資料です。地域探検を現在計画しており、「自分が直接感じたものが尊い」という神川小学校とゆかりのある山本鼎先生の言葉や、押し売りの価値観ではなく自分が直接感じたもの＝本来の価値観を大事にして欲しいという思いで、この計画を立てました。今後神川・山本鼎の会の方々にもご理解いただき一緒に進めていきたいと考えています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="中間発表～神川小学校の地域学習支援～" title="中間発表～神川小学校の地域学習支援～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9531">中間発表～神川小学校の地域学習支援～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9531">今年度「神川小学校の地域学習支援」というテーマで進めてきたプロジェクト研究の中間発表資料です。地域探検を現在計画しており、「自分が直接感じたものが尊い」という神川小学校とゆかりのある山本鼎先生の言葉や、押し売りの価値観ではなく自分が直接感じたもの＝本来の価値観を大事にして欲しいという思いで、この計画を立てました。今後神川・山本鼎の会の方々にもご理解いただき一緒に進めていきたいと考えています。</a></td><td class="date">2022-07-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9530">58</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「(5/23 5/30 ゼミ記録) 子供たちの成果物を読んでみて」*限定公開していた記事を一部修正し再度投稿した記事です。
開発ミーティングの最中話題に出た某小学校で使用されているd-commons.netの記事を閲覧した。
校内探検という触れ込みで、各々校内の好きな場所や不思議に思った場所を撮影し、撮影した理由や紹介を添えて投稿するという流れである。一般公開はされていない。

この調べ学習は、生徒達の好奇心や探求心を育むだけではなく、校内の姿をそのまま写真に残すことができるため、後輩達の学習の手助けになる事も学校の歴史や風景を学ぶ資料としても活用する事ができる。
生徒達の記事は読んでいてとても興味深く面白かったし、意義のある学習だと感じた。

一通り読み終えて、このデジタルマップに必要だと思った機能はコメント欄である。その理由として、

1、質問ができない
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開発ミーティングの最中話題に出た某小学校で使用されているd-commons.netの記事を閲覧した。
校内探検という触れ込みで、各々校内の好きな場所や不思議に思った場所を撮影し、撮影した理由や紹介を添えて投稿するという流れである。一般公開はされていない。

この調べ学習は、生徒達の好奇心や探求心を育むだけではなく、校内の姿をそのまま写真に残すことができるため、後輩達の学習の手助けになる事も学校の歴史や風景を学ぶ資料としても活用する事ができる。
生徒達の記事は読んでいてとても興味深く面白かったし、意義のある学習だと感じた。
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私は地元である上田市西部地域で、地域づくりに向けた活動を住民の方と一緒に行っています。
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私は地元である上田市西部地域で、地域づくりに向けた活動を住民の方と一緒に行っています。

今年度はデジタルマップを活用したイベントを自分で企画し実施したり、地域のイベントに参加しています。そして、今後は地域のイベントデジタルマップを活用した地元の小学校の学習支援を行っていこうと考えています。</a></td><td class="date">2022-07-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9516">60</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/009516.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「つくば市竹園地区の記憶と今」筑波研究学園都市は、車道と人道が上と下に分離した構造となっており、一つ一つの区画も大きい。大通りは片側3車線あります。大通りにはペデストリアンデッキが架かって、都市内は安全に人が歩いて移動することができます。都市空間に緑が多いことも特徴です。今、新たなマンションが造成中のこの区画はNTTの職員宿舎だったところです。都市が建設されてから40～50年が経過し、老朽化や廃墟化が進んだ区画の再開発が進みつつあります。

竹園地区のうち、この地区、竹園三丁目（竹園東小学校の校区）は、学園都市のメインストリートである土浦学園線と東大通りに接しています。学園都市の中ではいち早く公務員等の住宅・学校・商業施設が建設された区画になります。ご覧のとおりNTT宿舎の広大な区画は再開発され新たなマンションが建ちま"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/009516.jpg" alt="つくば市竹園地区の記憶と今" title="つくば市竹園地区の記憶と今" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9516">つくば市竹園地区の記憶と今</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9516">筑波研究学園都市は、車道と人道が上と下に分離した構造となっており、一つ一つの区画も大きい。大通りは片側3車線あります。大通りにはペデストリアンデッキが架かって、都市内は安全に人が歩いて移動することができます。都市空間に緑が多いことも特徴です。今、新たなマンションが造成中のこの区画はNTTの職員宿舎だったところです。都市が建設されてから40～50年が経過し、老朽化や廃墟化が進んだ区画の再開発が進みつつあります。

竹園地区のうち、この地区、竹園三丁目（竹園東小学校の校区）は、学園都市のメインストリートである土浦学園線と東大通りに接しています。学園都市の中ではいち早く公務員等の住宅・学校・商業施設が建設された区画になります。ご覧のとおりNTT宿舎の広大な区画は再開発され新たなマンションが建ちま</a></td><td class="date">2022-07-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9515">61</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/454/009515.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「柳川市　【北原白秋　生家】」2022/07/18

福岡県柳川市へ。
柳川市というとウナギと川下りと北原白秋。
柳川市には写真の通り北原白秋生家という建物があるが、北原白秋の生まれた土地は熊本県らしい。

私が北原白秋を知ったのは小学校高学年（だったはず？）。新詩社で与謝野鉄幹・晶子、石川啄木らとなにか書いている人というイメージしかないが名前はよく知っている。

驚いたことは、
一緒に柳川に来た友達二人が北原白秋のことを知らなかったと言うこと。
あ、もしかして意外と有名じゃないのかも。
と思った。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/454/thumbnails/009515.jpg" alt="柳川市　【北原白秋　生家】" title="柳川市　【北原白秋　生家】" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9515">柳川市　【北原白秋　生家】</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9515">2022/07/18

福岡県柳川市へ。
柳川市というとウナギと川下りと北原白秋。
柳川市には写真の通り北原白秋生家という建物があるが、北原白秋の生まれた土地は熊本県らしい。

私が北原白秋を知ったのは小学校高学年（だったはず？）。新詩社で与謝野鉄幹・晶子、石川啄木らとなにか書いている人というイメージしかないが名前はよく知っている。

驚いたことは、
一緒に柳川に来た友達二人が北原白秋のことを知らなかったと言うこと。
あ、もしかして意外と有名じゃないのかも。
と思った。</a></td><td class="date">2022-07-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9432">62</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/454/009432.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「武石温泉　【うつくし湯】」2022/07/02

前回の投稿と同じ日。
朝起きて、温泉に行きたいな～
とふと思い、武石温泉【うつくしの湯】へ。

この温泉は私自身よく入りに行く温泉の1つで
昼・夕方に時間があると
入りに行く。

ポイントは水風呂の温度が若干高いこと。
サウナ後の水風呂が25度と比較的温度が高く（もちろん冷たい）
少し長めに入って外気浴を行える。

午後7時、8時頃に入浴しに行くと、
地元の武石小学校の子どもたちもいてサウナでよくお話ししてくれる。
「学校の先生がさ～」とか「習い事のテニスでね」とか。

自分にはない考え方、感じ方を持っている子どもたちと話すことはとても楽しいし勉強になる。
自分も昔はこんな風に自分が楽しいから人と話していたなと思い出させる。

帰り際には「おやすみなさい」と
子どもたちが言ってくれる"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/454/thumbnails/009432.jpg" alt="武石温泉　【うつくし湯】" title="武石温泉　【うつくし湯】" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9432">武石温泉　【うつくし湯】</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9432">2022/07/02

前回の投稿と同じ日。
朝起きて、温泉に行きたいな～
とふと思い、武石温泉【うつくしの湯】へ。

この温泉は私自身よく入りに行く温泉の1つで
昼・夕方に時間があると
入りに行く。

ポイントは水風呂の温度が若干高いこと。
サウナ後の水風呂が25度と比較的温度が高く（もちろん冷たい）
少し長めに入って外気浴を行える。

午後7時、8時頃に入浴しに行くと、
地元の武石小学校の子どもたちもいてサウナでよくお話ししてくれる。
「学校の先生がさ～」とか「習い事のテニスでね」とか。

自分にはない考え方、感じ方を持っている子どもたちと話すことはとても楽しいし勉強になる。
自分も昔はこんな風に自分が楽しいから人と話していたなと思い出させる。

帰り際には「おやすみなさい」と
子どもたちが言ってくれる</a></td><td class="date">2022-07-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9392">63</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/454/009392.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「立科町散策③　【大庭遺跡】」2022/06/21（火）

立科町役場から少し歩いたところにある【大庭遺跡】へ。


長野県にきて驚いたことの1つは”縄文時代の遺跡が至るところにある”ということ。
小学校に縄文土器があったりして非常に面白い。


立科町にもその1つ大庭遺跡があると知り、訪れた。


行ってびっくり、
大庭遺跡は”古墳時代、奈良時代、平安時代わたる複合遺跡””とのこと。

縄文時代である約6500年前の竪穴式住居が17棟、墓が85基。
古墳時代～奈良平安時代である約1400年前の住居址18棟、高床式倉庫が1棟が検出されている。


この遺跡を見ていて考えたことは2点。

1点目は
このような貴重な複合遺跡がなぜ全国的に、いや長野県内にすら知られていないのか。
もしかしたら、私が知らないだけかも知らない。
が、少なくとも周りにいた上田市民の知"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/454/thumbnails/009392.jpg" alt="立科町散策③　【大庭遺跡】" title="立科町散策③　【大庭遺跡】" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9392">立科町散策③　【大庭遺跡】</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9392">2022/06/21（火）

立科町役場から少し歩いたところにある【大庭遺跡】へ。


長野県にきて驚いたことの1つは”縄文時代の遺跡が至るところにある”ということ。
小学校に縄文土器があったりして非常に面白い。


立科町にもその1つ大庭遺跡があると知り、訪れた。


行ってびっくり、
大庭遺跡は”古墳時代、奈良時代、平安時代わたる複合遺跡””とのこと。

縄文時代である約6500年前の竪穴式住居が17棟、墓が85基。
古墳時代～奈良平安時代である約1400年前の住居址18棟、高床式倉庫が1棟が検出されている。


この遺跡を見ていて考えたことは2点。

1点目は
このような貴重な複合遺跡がなぜ全国的に、いや長野県内にすら知られていないのか。
もしかしたら、私が知らないだけかも知らない。
が、少なくとも周りにいた上田市民の知</a></td><td class="date">2022-06-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9084">64</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/009084.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前川ゼミ／菅平小中・峰の原視察2022/05/06」長野大学前川ゼミはICTによる地域学習支援をミッションの一つとする地域連携活動を進めています。その一つが学校でのICT活用支援、地域学習支援です。

この日はあいにくの雨模様ながら、菅平高原・峰の原高原を訪れました。本来であれば菅平高原の自然環境を満喫したかったところですが、雨も強い上に肌寒く冬のようなあいにくの気象条件。菅平湿原はそこそこの見学にとどめ、最初の目的地である峰の原高原のペンション「スタートライン」さんを訪問。オーナーの古川茂紀さんから菅平の社会環境や地域学習についてヒアリングをしながらフリーな意見交換を行いました。

続いて菅平小中学校を訪問し、小学校・中学校それぞれの総合学習とICT活用の状況をヒアリングしました。今後とも児童生徒の学習支援を継続的に意見交換していくこと"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/009084.jpg" alt="前川ゼミ／菅平小中・峰の原視察2022/05/06" title="前川ゼミ／菅平小中・峰の原視察2022/05/06" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9084">前川ゼミ／菅平小中・峰の原視察2022/05/06</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9084">長野大学前川ゼミはICTによる地域学習支援をミッションの一つとする地域連携活動を進めています。その一つが学校でのICT活用支援、地域学習支援です。

この日はあいにくの雨模様ながら、菅平高原・峰の原高原を訪れました。本来であれば菅平高原の自然環境を満喫したかったところですが、雨も強い上に肌寒く冬のようなあいにくの気象条件。菅平湿原はそこそこの見学にとどめ、最初の目的地である峰の原高原のペンション「スタートライン」さんを訪問。オーナーの古川茂紀さんから菅平の社会環境や地域学習についてヒアリングをしながらフリーな意見交換を行いました。

続いて菅平小中学校を訪問し、小学校・中学校それぞれの総合学習とICT活用の状況をヒアリングしました。今後とも児童生徒の学習支援を継続的に意見交換していくこと</a></td><td class="date">2022-06-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9067">65</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/454/009067.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「菅平高原」長野県上田市菅平湿原に訪れました！

天候はあいにくの雨。
しかし、水芭蕉の花がきれいに咲いていたことが非常に印象的です。



小学校時代に聞いた「夏の思い出」の歌詞に出てきて以来見てみたかった水芭蕉。

出身地・福岡県は群生地ではないため初めて見ました。


「変わらぬ美しさ」という花言葉通りまっすぐきれいな白いお花。

上田市菅平は自然が豊かで非常に魅力的な場所だと感じました。



別の季節にまた、訪れたいと思います。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/454/thumbnails/009067.jpg" alt="菅平高原" title="菅平高原" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9067">菅平高原</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9067">長野県上田市菅平湿原に訪れました！

天候はあいにくの雨。
しかし、水芭蕉の花がきれいに咲いていたことが非常に印象的です。



小学校時代に聞いた「夏の思い出」の歌詞に出てきて以来見てみたかった水芭蕉。

出身地・福岡県は群生地ではないため初めて見ました。


「変わらぬ美しさ」という花言葉通りまっすぐきれいな白いお花。

上田市菅平は自然が豊かで非常に魅力的な場所だと感じました。



別の季節にまた、訪れたいと思います。</a></td><td class="date">2022-05-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8937">66</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/464/008937.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「開智学校」令和元年に国宝となった旧開智学校。
その付近には、現在の開智小学校もあり小学生が元気に通う光景がみられる。
文明開化の時代を象徴する洋風とも和風ともいえない不思議な建築は「擬洋風建築」と呼ばれている。特に目につくのがシンボルともいえる学校名を掲げる二人の天使。どことなく日本人的な顔をしていて羽が茶色いというのも珍しい姿である。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/464/thumbnails/008937.jpg" alt="開智学校" title="開智学校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8937">開智学校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8937">令和元年に国宝となった旧開智学校。
その付近には、現在の開智小学校もあり小学生が元気に通う光景がみられる。
文明開化の時代を象徴する洋風とも和風ともいえない不思議な建築は「擬洋風建築」と呼ばれている。特に目につくのがシンボルともいえる学校名を掲げる二人の天使。どことなく日本人的な顔をしていて羽が茶色いというのも珍しい姿である。</a></td><td class="date">2022-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8910">67</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/460/008910.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「八幡宮（小諸）」小諸市立野岸小学校に隣接した、大きな御神木ととても古い建物が特徴的な神社。「八朔相撲」という伝統行事が行われる土俵があり、毎年行事の時は、子供たちが相撲をとる姿が見られる。
やはり、境内に入ると目には入るのが大きな御神木でその迫力と静かな境内に心を癒されます。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/460/thumbnails/008910.jpg" alt="八幡宮（小諸）" title="八幡宮（小諸）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8910">八幡宮（小諸）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8910">小諸市立野岸小学校に隣接した、大きな御神木ととても古い建物が特徴的な神社。「八朔相撲」という伝統行事が行われる土俵があり、毎年行事の時は、子供たちが相撲をとる姿が見られる。
やはり、境内に入ると目には入るのが大きな御神木でその迫力と静かな境内に心を癒されます。</a></td><td class="date">2022-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8849">68</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/008849_0023_002.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「『朧月夜』と飯山」飯山の菜の花公園に『朧月夜』の石碑があります。
髙野辰之作詞、岡野貞一作曲。Wikipediaによると『朧月夜』が音楽の教科書に載ったのは、1914年(大正3年)『尋常小学校第六学年』の検定教科書とのこと。高野辰之がこの辺りの菜の花畑の情景をモチーフにしたのではないかと推察されています。

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

髙野・岡野コンビによる唱歌はいくつもあります。『春が来た』『春の小川』『紅葉』『故郷』。地域や世代を超えて永遠に受け継がれる音楽遺産を私たちに残してくれました。</a></td><td class="date">2022-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8679">69</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/449/008679.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「この方が教え子でした。」上田駅から山側へ上る道途中に小林正子さん、のちの女優松井須磨子さんが、住んでいた家に看板があります。
松代の生まれだそうですが、一時養女として育てられ上田尋常小学校に通っていたそうです。志津衛氏の教え子だったそうで、女優になった後、京城への公演の際には、面会の機会があったそうです。
志津衛殉職の大正７年１２月の年明けすぐ、前年１１月に亡くなった島村抱月の後を追って亡くなっています。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/449/thumbnails/008679.jpg" alt="この方が教え子でした。" title="この方が教え子でした。" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8679">この方が教え子でした。</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8679">上田駅から山側へ上る道途中に小林正子さん、のちの女優松井須磨子さんが、住んでいた家に看板があります。
松代の生まれだそうですが、一時養女として育てられ上田尋常小学校に通っていたそうです。志津衛氏の教え子だったそうで、女優になった後、京城への公演の際には、面会の機会があったそうです。
志津衛殉職の大正７年１２月の年明けすぐ、前年１１月に亡くなった島村抱月の後を追って亡くなっています。</a></td><td class="date">2022-02-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8676">70</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「書物とインターネット」何度か御参りしている時に、戒名にある”江南”ってなに？京城と関係があるのかな？と思い、なぜか鈴木江南と検索してみると、一つのブログ記事にたどり着きました。
これが大きなきっかけになりました。作家で古書収集がご趣味だった黒岩比佐子さんの古書の森という収集した古書について説明とコメントを書かれたものの一つがヒットしたのです。子ども向けの教材のようなものでした。小学校の先生をしていたことはわかっていましたが、そんなものを作っていたということは聞いていないし、教材は東京の京橋区あたりで出版されています。今の距離感から考えても、一致するとはいいがたい。ただ
教材の中には当時の戦争の色や仁川など韓国にある地名などの記述もあり、それっぽい。確信が持てないまま時間が過ぎました。黒岩さんにも直"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="書物とインターネット" title="書物とインターネット" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8676">書物とインターネット</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8676">何度か御参りしている時に、戒名にある”江南”ってなに？京城と関係があるのかな？と思い、なぜか鈴木江南と検索してみると、一つのブログ記事にたどり着きました。
これが大きなきっかけになりました。作家で古書収集がご趣味だった黒岩比佐子さんの古書の森という収集した古書について説明とコメントを書かれたものの一つがヒットしたのです。子ども向けの教材のようなものでした。小学校の先生をしていたことはわかっていましたが、そんなものを作っていたということは聞いていないし、教材は東京の京橋区あたりで出版されています。今の距離感から考えても、一致するとはいいがたい。ただ
教材の中には当時の戦争の色や仁川など韓国にある地名などの記述もあり、それっぽい。確信が持てないまま時間が過ぎました。黒岩さんにも直</a></td><td class="date">2022-02-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8673">71</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/449/008673.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「曾祖父との関係」人物伝にあるように、鈴木志津衛には４男２女の子供がいました。私は三男の俊三の孫にあたります。祖父が生まれた後、上田から京城（現ソウル）に渡り、日本人学校の
校長を務めていました。大正７年１２月の学校火災で、殉職しますが、その後も家族は、京城に暮らしていたようです。１９３７年生まれの父、敬之（ひろゆき）が小学校1年の時、終戦で日本に引き揚げるまでです。
聞いた話だと、京城から釜山経由で、山口県仙崎へ戻ってきたようです。その後、祖母の実家に縁のある岐阜などで過ごした後、銀行に勤めていた祖父の関係で大阪に暮らすことになりました。

写真は、子どもたちの写真です。
陽一さん・はるさん・忠雄さん・愛さん・俊三(祖父）
俊三の出生地は明治四十四年小県郡上田町二千百九十九番地となっています。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/449/thumbnails/008673.jpg" alt="曾祖父との関係" title="曾祖父との関係" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8673">曾祖父との関係</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8673">人物伝にあるように、鈴木志津衛には４男２女の子供がいました。私は三男の俊三の孫にあたります。祖父が生まれた後、上田から京城（現ソウル）に渡り、日本人学校の
校長を務めていました。大正７年１２月の学校火災で、殉職しますが、その後も家族は、京城に暮らしていたようです。１９３７年生まれの父、敬之（ひろゆき）が小学校1年の時、終戦で日本に引き揚げるまでです。
聞いた話だと、京城から釜山経由で、山口県仙崎へ戻ってきたようです。その後、祖母の実家に縁のある岐阜などで過ごした後、銀行に勤めていた祖父の関係で大阪に暮らすことになりました。

写真は、子どもたちの写真です。
陽一さん・はるさん・忠雄さん・愛さん・俊三(祖父）
俊三の出生地は明治四十四年小県郡上田町二千百九十九番地となっています。</a></td><td class="date">2022-02-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8644">72</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/436/008644.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小学校でのくじ引き」祖母の通っていた小学校では進駐軍が児童をグラウンドに集めてくじ引きによって物資を配給していたそうだ。ノートなどの学習道具が多かったが高価な景品だと靴があったらしい。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/436/thumbnails/008644.jpg" alt="小学校でのくじ引き" title="小学校でのくじ引き" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8644">小学校でのくじ引き</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8644">祖母の通っていた小学校では進駐軍が児童をグラウンドに集めてくじ引きによって物資を配給していたそうだ。ノートなどの学習道具が多かったが高価な景品だと靴があったらしい。</a></td><td class="date">2022-02-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8643">73</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/434/008643.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前編・鹿教湯の伝承」鹿教湯全体に伝承として伝わっているのは、
成り立ち以外だと鹿教湯八景という歌があります。
近くにある西内小学校の運動会で歌って、
踊りもあります。
故に地域の人はみんな覚えているわけですね。
いつ頃からこの歌が生まれたのかはよくわかりません。
ただ、この歌詞が鹿教湯という地域の特色を
ありのままあらわしています。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/434/thumbnails/008643.jpg" alt="前編・鹿教湯の伝承" title="前編・鹿教湯の伝承" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8643">前編・鹿教湯の伝承</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8643">鹿教湯全体に伝承として伝わっているのは、
成り立ち以外だと鹿教湯八景という歌があります。
近くにある西内小学校の運動会で歌って、
踊りもあります。
故に地域の人はみんな覚えているわけですね。
いつ頃からこの歌が生まれたのかはよくわかりません。
ただ、この歌詞が鹿教湯という地域の特色を
ありのままあらわしています。</a></td><td class="date">2022-02-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8566">74</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/420/008566.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ごはんのようい（『西塩田時報』第178号（1938年9月10日）2頁）」第169号（1937年12月25日）の辺りから急に戦争ムードに突入し、「戦線」「陸軍」「兵隊さん」などととてもレシピどころではない言葉が並んでいた『西塩田時報』であったが、その中に一つほっこりする記事を一つ見つけた。

「尋二西」とあること、この記事が小学校便りであることから、おそらく書き手は10歳以下であろう。そんな子供が、母の頼みを聞いて、妹と思われる「やい子」と一緒にご飯を炊き、茹でたとうもろこしを妹と二人で食べるという内容である。

発行された当時にも、この記事を読んで心が癒された人は多かっただろう。


▼資料出典元
#792 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0792.jpg>『西塩田時報』第178号(1938年9月10日)2頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/420/thumbnails/008566.jpg" alt="ごはんのようい（『西塩田時報』第178号（1938年9月10日）2頁）" title="ごはんのようい（『西塩田時報』第178号（1938年9月10日）2頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8566">ごはんのようい（『西塩田時報』第178号（1938年9月10日）2頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8566">第169号（1937年12月25日）の辺りから急に戦争ムードに突入し、「戦線」「陸軍」「兵隊さん」などととてもレシピどころではない言葉が並んでいた『西塩田時報』であったが、その中に一つほっこりする記事を一つ見つけた。

「尋二西」とあること、この記事が小学校便りであることから、おそらく書き手は10歳以下であろう。そんな子供が、母の頼みを聞いて、妹と思われる「やい子」と一緒にご飯を炊き、茹でたとうもろこしを妹と二人で食べるという内容である。

発行された当時にも、この記事を読んで心が癒された人は多かっただろう。


▼資料出典元
#792 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0792.jpg>『西塩田時報』第178号(1938年9月10日)2頁</a></a></td><td class="date">2022-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8412">75</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=8407">76</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/441/008407.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「6.若者に蚕を知ってもらうには」これまで蚕について様々なトピックを紹介してきましたが、蚕糸業の衰退を止めるためには若者の力が必要不可欠です。

若者に蚕を知ってもらうための策を幾つか考えました。

5の記事で紹介した蚕糸を使ったアートを通して蚕を知ってもらう策。

近年、SNSの普及に伴い若者の影響力が絶大的な権限を得ています。日本の世の中の流行は若者のスマホの中から始まっていて、何気ない投稿がその年の流行を決めるとも言われています。

SNSに蚕を使ったアートを載せたり、アリオやサントミューゼなどの大型施設で展示会をするなど人の目に触れさせるようにしなければならないと感じました。

蚕の飼育を流行にする案。

蚕という虫は品種改良されたため、人の管理がないと生きられません。そのデメリットを逆手にとって若い人が蚕を飼育しや"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/441/thumbnails/008407.jpg" alt="6.若者に蚕を知ってもらうには" title="6.若者に蚕を知ってもらうには" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8407">6.若者に蚕を知ってもらうには</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8407">これまで蚕について様々なトピックを紹介してきましたが、蚕糸業の衰退を止めるためには若者の力が必要不可欠です。

若者に蚕を知ってもらうための策を幾つか考えました。

5の記事で紹介した蚕糸を使ったアートを通して蚕を知ってもらう策。

近年、SNSの普及に伴い若者の影響力が絶大的な権限を得ています。日本の世の中の流行は若者のスマホの中から始まっていて、何気ない投稿がその年の流行を決めるとも言われています。

SNSに蚕を使ったアートを載せたり、アリオやサントミューゼなどの大型施設で展示会をするなど人の目に触れさせるようにしなければならないと感じました。

蚕の飼育を流行にする案。

蚕という虫は品種改良されたため、人の管理がないと生きられません。そのデメリットを逆手にとって若い人が蚕を飼育しや</a></td><td class="date">2022-02-03</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8346">77</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「最終発表～山本鼎の部屋資料のデジタル化～」2021年度のプロジェクト研究では、「山本鼎の部屋資料のデジタル化」をテーマに取り組みました。地域の課題を発見することから始め、最終的にデジタルコモンズを用いて山本鼎に関する資料をデジタル化することができました。今後はこの資料を小学校の地域学習で活用してもらえるように支援したいと考えています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="最終発表～山本鼎の部屋資料のデジタル化～" title="最終発表～山本鼎の部屋資料のデジタル化～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8346">最終発表～山本鼎の部屋資料のデジタル化～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8346">2021年度のプロジェクト研究では、「山本鼎の部屋資料のデジタル化」をテーマに取り組みました。地域の課題を発見することから始め、最終的にデジタルコモンズを用いて山本鼎に関する資料をデジタル化することができました。今後はこの資料を小学校の地域学習で活用してもらえるように支援したいと考えています。</a></td><td class="date">2022-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8333">78</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/48/008333.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小学校のタブレットを利用した学習支援」塩尻小学校の3年生を対象に、タブレットを利用した総合の学習支援を行いました。内容としては、「学校自慢」をテーマに、学校の好きな場所や面白いところなどを写真に撮り、一つのサイトを使って投稿し、みんなで情報共有するといったことを行いました。事情により写真はぼかしてありますが、子供たちはとても関心を持って取り組んでいました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/48/thumbnails/008333.jpg" alt="小学校のタブレットを利用した学習支援" title="小学校のタブレットを利用した学習支援" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8333">小学校のタブレットを利用した学習支援</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8333">塩尻小学校の3年生を対象に、タブレットを利用した総合の学習支援を行いました。内容としては、「学校自慢」をテーマに、学校の好きな場所や面白いところなどを写真に撮り、一つのサイトを使って投稿し、みんなで情報共有するといったことを行いました。事情により写真はぼかしてありますが、子供たちはとても関心を持って取り組んでいました。</a></td><td class="date">2022-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8330">79</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/411/008330.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「6　松根油の生産について」画像は「長崎ディープブログ「長崎街道11～松並木と松根油と」」から転載
http://blog.nadeg.jp/?eid=43&imageviewer&image=20171028_726412.jpg

年表・数字からひもといた中で、特に「航空燃料用の松根油」の生産に関して注目したいと感じた。

興味を感じた理由は下記の二つである。
①自分の生まれ育った地域、しかも長野県の山の中で航空機の燃料を作っていたことを全く知らなかった。日本の山奥で航空燃料を生産するに至るまでに、どのような経緯があったのか調べたい。

②のちに記すが、坂井村誌内の記述によると、私の実家の近く、小学校の通学路の橋の袂で生産を行っていたらしい。そのためより身近に感じた。

<h3>村誌内の記述</h3>
下記は坂井村誌内に記述されている、松根油に関する記述である。
--------------------
松根油
昭和20年に入ると、松根"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/411/thumbnails/008330.jpg" alt="6　松根油の生産について" title="6　松根油の生産について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8330">6　松根油の生産について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8330">画像は「長崎ディープブログ「長崎街道11～松並木と松根油と」」から転載
http://blog.nadeg.jp/?eid=43&imageviewer&image=20171028_726412.jpg

年表・数字からひもといた中で、特に「航空燃料用の松根油」の生産に関して注目したいと感じた。

興味を感じた理由は下記の二つである。
①自分の生まれ育った地域、しかも長野県の山の中で航空機の燃料を作っていたことを全く知らなかった。日本の山奥で航空燃料を生産するに至るまでに、どのような経緯があったのか調べたい。

②のちに記すが、坂井村誌内の記述によると、私の実家の近く、小学校の通学路の橋の袂で生産を行っていたらしい。そのためより身近に感じた。

<h3>村誌内の記述</h3>
下記は坂井村誌内に記述されている、松根油に関する記述である。
--------------------
松根油
昭和20年に入ると、松根</a></td><td class="date">2022-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8326">80</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/411/008326.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「3　坂井村とは」画像は市町村合併前の2005年10月1日時点の坂井村所在置
引用：http://mujina.sakura.ne.jp/history/20/index2.html
（2022年1月29日閲覧）

坂井村は1874年（明治8年）11月12日に筑摩県筑摩郡永井村・安坂村が合併し誕生した。

松本盆地と長野盆地の中間に位置する筑北盆地（麻績盆地）の最東端に位置する。

<a href=http://nihon.syoukoukai.com/modules/stories/index.php?lid=28>昔話「うばすて山」</a>が有名で、姨捨伝説がある冠着山（かむりきやま）・別名 姨捨山（おばすてやま）をはじめとした1000m級の山々に囲まれており、村の中心に位置する坂井小学校や村役場周辺は標高640ｍほどである。
（長野大学の標高はおよそ470m）

2005年10月11日に本城村・坂北村と合併。現在の筑北村が発足し、坂井村は廃止された。
廃止時のデータ
面積：37.41㎢　総人口1,515人
村の木：ミズナラ　"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/411/thumbnails/008326.png" alt="3　坂井村とは" title="3　坂井村とは" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8326">3　坂井村とは</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8326">画像は市町村合併前の2005年10月1日時点の坂井村所在置
引用：http://mujina.sakura.ne.jp/history/20/index2.html
（2022年1月29日閲覧）

坂井村は1874年（明治8年）11月12日に筑摩県筑摩郡永井村・安坂村が合併し誕生した。

松本盆地と長野盆地の中間に位置する筑北盆地（麻績盆地）の最東端に位置する。

<a href=http://nihon.syoukoukai.com/modules/stories/index.php?lid=28>昔話「うばすて山」</a>が有名で、姨捨伝説がある冠着山（かむりきやま）・別名 姨捨山（おばすてやま）をはじめとした1000m級の山々に囲まれており、村の中心に位置する坂井小学校や村役場周辺は標高640ｍほどである。
（長野大学の標高はおよそ470m）

2005年10月11日に本城村・坂北村と合併。現在の筑北村が発足し、坂井村は廃止された。
廃止時のデータ
面積：37.41㎢　総人口1,515人
村の木：ミズナラ　</a></td><td class="date">2022-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8318">81</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/51/008318.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山本鼎の部屋資料デジタル化作業」1月14日に神川小学校山本鼎の資料資料のデジタル化作業を行いました。光が反射しないように額からガラスを取り出して撮影しました。課題探求から2年ほど経ってしまいましたが、こうして形にできたので良かったです。学校の今後の学習で活用されることを期待しています。デジタル化した資料はhttps://d-commons.net/ykanae/にて公開されています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="山本鼎の部屋資料デジタル化作業" title="山本鼎の部屋資料デジタル化作業" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8318">山本鼎の部屋資料デジタル化作業</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8318">1月14日に神川小学校山本鼎の資料資料のデジタル化作業を行いました。光が反射しないように額からガラスを取り出して撮影しました。課題探求から2年ほど経ってしまいましたが、こうして形にできたので良かったです。学校の今後の学習で活用されることを期待しています。デジタル化した資料はhttps://d-commons.net/ykanae/にて公開されています。</a></td><td class="date">2022-01-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8267">82</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/434/008267.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「鹿教湯温泉の生まれと発展」成り立ち
一応近くの小学校で鹿教湯温泉について勉強したり
地域の方から話を聞いたりするのですが
最初に僕が教えられてきた歴史としては

狩人が鹿を追いかける→鹿の足に矢が当たる→逃げた鹿を追いかけ続けたところ温泉とそこに入っている鹿を発見する→入ってみたら狩人のケガも治る

といったざっとした歴史というか言い伝えでしたが
信心深い狩人に鹿に化けた文殊菩薩が温泉の場所を教えたという言い伝えが詳しい言い伝えのようです。
小さいときの僕は
「なんでケガさせてきた相手に優しくするんだ？」
と不思議でしたが、ちゃんとした理由があって納得出来て良かったです。

発展
昔も昔は旅人が立ち寄り泊まる場所として、
そして温泉を目当てに来る旅人に宿を提供して発展していったと伝えられました。
今ではトンネ"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/434/thumbnails/008267.jpg" alt="鹿教湯温泉の生まれと発展" title="鹿教湯温泉の生まれと発展" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8267">鹿教湯温泉の生まれと発展</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8267">成り立ち
一応近くの小学校で鹿教湯温泉について勉強したり
地域の方から話を聞いたりするのですが
最初に僕が教えられてきた歴史としては

狩人が鹿を追いかける→鹿の足に矢が当たる→逃げた鹿を追いかけ続けたところ温泉とそこに入っている鹿を発見する→入ってみたら狩人のケガも治る

といったざっとした歴史というか言い伝えでしたが
信心深い狩人に鹿に化けた文殊菩薩が温泉の場所を教えたという言い伝えが詳しい言い伝えのようです。
小さいときの僕は
「なんでケガさせてきた相手に優しくするんだ？」
と不思議でしたが、ちゃんとした理由があって納得出来て良かったです。

発展
昔も昔は旅人が立ち寄り泊まる場所として、
そして温泉を目当てに来る旅人に宿を提供して発展していったと伝えられました。
今ではトンネ</a></td><td class="date">2022-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8205">83</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/389/008205.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「徴兵」こちらの記事は徴兵検査の結果についての記事である。やはり戦争ということで徴兵についての記事は多く見受けられた。徴兵検査の結果や徴兵適齢届の存在、また、小学校で兵士の壮行会が行われていたり徴兵検査の心得等々多様なものを発見することができた。
一つ疑問に思ったは、1枚目と2枚目からわかる通り、徴兵令が出されており届出をしないと罰せられるのにも関わらず、結果として31名中10名(6名が無名とあるため16人までの可能性あり)という少し低めな合格率であることだ。徴兵として集められても合格できなかった人は一体何をして過ごすこととなるのだろうか。

記事はこちらから
1枚目：https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0006.jpg
2枚目：https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0016.jpg
3枚目：https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0060.jpg
4枚"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/389/thumbnails/008205.png" alt="徴兵" title="徴兵" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8205">徴兵</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8205">こちらの記事は徴兵検査の結果についての記事である。やはり戦争ということで徴兵についての記事は多く見受けられた。徴兵検査の結果や徴兵適齢届の存在、また、小学校で兵士の壮行会が行われていたり徴兵検査の心得等々多様なものを発見することができた。
一つ疑問に思ったは、1枚目と2枚目からわかる通り、徴兵令が出されており届出をしないと罰せられるのにも関わらず、結果として31名中10名(6名が無名とあるため16人までの可能性あり)という少し低めな合格率であることだ。徴兵として集められても合格できなかった人は一体何をして過ごすこととなるのだろうか。

記事はこちらから
1枚目：https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0006.jpg
2枚目：https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0016.jpg
3枚目：https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0060.jpg
4枚</a></td><td class="date">2022-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5826">84</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/412/005826.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「児童の体格について(『西塩田時報』第2号(1923年9月1日3頁))」この記事は当時の児童の体格について書かれている。また、日本全国と長野、西塩田小学校の３つの児童の体格の平均が比較されている。比較した後に、身体の発達に家庭でも一層のご注意を、などといった文面も見受けられる。

現代においても、このような記事を目にすることは多いのではないか。当時の記録がデータとしてしっかり残っている点が興味深かった。

▼この記事は以下から参照できます
#7 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0007.jpg>『西塩田時報』第2号(1923年9月1日)3頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/412/thumbnails/005826.png" alt="児童の体格について(『西塩田時報』第2号(1923年9月1日3頁))" title="児童の体格について(『西塩田時報』第2号(1923年9月1日3頁))" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5826">児童の体格について(『西塩田時報』第2号(1923年9月1日3頁))</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5826">この記事は当時の児童の体格について書かれている。また、日本全国と長野、西塩田小学校の３つの児童の体格の平均が比較されている。比較した後に、身体の発達に家庭でも一層のご注意を、などといった文面も見受けられる。

現代においても、このような記事を目にすることは多いのではないか。当時の記録がデータとしてしっかり残っている点が興味深かった。

▼この記事は以下から参照できます
#7 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0007.jpg>『西塩田時報』第2号(1923年9月1日)3頁</a></a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5820">85</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/420/005820.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「通知表の見方に就いて（『西塩田時報』第35号（1926年10月1日）3頁）」通知表の評価についての小学校からの説明である。

「うちの子の評価がいつもより低いのはどうしてだ」というクレームを受けての記事だという。

しつこい保護者はこの時代にもいたんだなと思った。

▼この記事は以下から参照できます。
#31 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0031.jpg>『西塩田時報』第5号(1924年6月1日)3頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/420/thumbnails/005820.jpg" alt="通知表の見方に就いて（『西塩田時報』第35号（1926年10月1日）3頁）" title="通知表の見方に就いて（『西塩田時報』第35号（1926年10月1日）3頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5820">通知表の見方に就いて（『西塩田時報』第35号（1926年10月1日）3頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5820">通知表の評価についての小学校からの説明である。

「うちの子の評価がいつもより低いのはどうしてだ」というクレームを受けての記事だという。

しつこい保護者はこの時代にもいたんだなと思った。

▼この記事は以下から参照できます。
#31 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0031.jpg>『西塩田時報』第5号(1924年6月1日)3頁</a></a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5800">86</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/400/005800.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「『児童の体格について』（『西塩田時報』第2号（1923年9月1日）3頁）」記事では日本全国・長野・西塩田小学校の児童の体格の平均を比べたもので、この村の児童の体格があまり良くないということが述べられている。

3つのデータから、どういった児童がどのような部分で全国・長野の平均を上回っているのかがよくわかる。

地域を感じさせる記事で興味深かった。

この記事は以下から参照できます
#7 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0007.jpg>『西塩田時報』第2号(1923年9月1日)3頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/400/thumbnails/005800.jpg" alt="『児童の体格について』（『西塩田時報』第2号（1923年9月1日）3頁）" title="『児童の体格について』（『西塩田時報』第2号（1923年9月1日）3頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5800">『児童の体格について』（『西塩田時報』第2号（1923年9月1日）3頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5800">記事では日本全国・長野・西塩田小学校の児童の体格の平均を比べたもので、この村の児童の体格があまり良くないということが述べられている。

3つのデータから、どういった児童がどのような部分で全国・長野の平均を上回っているのかがよくわかる。

地域を感じさせる記事で興味深かった。

この記事は以下から参照できます
#7 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0007.jpg>『西塩田時報』第2号(1923年9月1日)3頁</a></a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5792">87</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/48/005792.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「デジタルアーカイブの作業様子」今回、10月20日(水)から10月29日(金)のうちの5日間にかけて、塩尻小学校の郷土資料館にて、デジタルアーカイブの撮影が行われ、そのお手伝いをさせていただきました。ただ撮影をするだけでなく、道具を撮影するためのスタジオのような場所を作るなどの工夫を行いながら撮影が行われ、そういった道具や資料などの実物をデジタル化するにあたってのやり方を学ぶことが出来ました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/48/thumbnails/005792.jpg" alt="デジタルアーカイブの作業様子" title="デジタルアーカイブの作業様子" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5792">デジタルアーカイブの作業様子</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5792">今回、10月20日(水)から10月29日(金)のうちの5日間にかけて、塩尻小学校の郷土資料館にて、デジタルアーカイブの撮影が行われ、そのお手伝いをさせていただきました。ただ撮影をするだけでなく、道具を撮影するためのスタジオのような場所を作るなどの工夫を行いながら撮影が行われ、そういった道具や資料などの実物をデジタル化するにあたってのやり方を学ぶことが出来ました。</a></td><td class="date">2021-12-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5777">88</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/99/005777.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ついに塩尻小にデジタルマップが（仮）導入！？」11/27、12/3、12/10の３日間に及び、塩尻小学校でデジタルマップを活用した地域学習を実験的に行いました。

単元名は「わたしたちの学校じまん」。

小学生達がタブレットで学校のお気に入り、不思議だと思った場所を撮影し、デジタルマップへ投稿をすることで情報発信と地域探求の楽しさに気づいてもらうことができたと感じています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="ついに塩尻小にデジタルマップが（仮）導入！？" title="ついに塩尻小にデジタルマップが（仮）導入！？" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5777">ついに塩尻小にデジタルマップが（仮）導入！？</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5777">11/27、12/3、12/10の３日間に及び、塩尻小学校でデジタルマップを活用した地域学習を実験的に行いました。

単元名は「わたしたちの学校じまん」。

小学生達がタブレットで学校のお気に入り、不思議だと思った場所を撮影し、デジタルマップへ投稿をすることで情報発信と地域探求の楽しさに気づいてもらうことができたと感じています。</a></td><td class="date">2021-12-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5776">89</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/99/005776.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「タイムカプセル！塩尻小学校郷土資料館の撮影」10月20日～10月29日にかけて、塩尻小学校の郷土資料館に保管されている資料・道具の撮影を行いました。

このプロジェクトは、過去に使用されていた道具・地域資料のデジタル化を行い、地域の文化伝承を促すために発足されました。
今後、撮影した写真（資料）ごとに解説を添えたwebサイトが解説される予定です。

保管されている道具は大変数が多く、興味深かったです。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="タイムカプセル！塩尻小学校郷土資料館の撮影" title="タイムカプセル！塩尻小学校郷土資料館の撮影" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5776">タイムカプセル！塩尻小学校郷土資料館の撮影</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5776">10月20日～10月29日にかけて、塩尻小学校の郷土資料館に保管されている資料・道具の撮影を行いました。

このプロジェクトは、過去に使用されていた道具・地域資料のデジタル化を行い、地域の文化伝承を促すために発足されました。
今後、撮影した写真（資料）ごとに解説を添えたwebサイトが解説される予定です。

保管されている道具は大変数が多く、興味深かったです。</a></td><td class="date">2021-12-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5775">90</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「神川小学校授業プランニング」小学校の地域学習の授業計画を立てました。児童達がタブレットを使って能動的に地域について学習できるように支援したいと思っています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="神川小学校授業プランニング" title="神川小学校授業プランニング" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5775">神川小学校授業プランニング</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5775">小学校の地域学習の授業計画を立てました。児童達がタブレットを使って能動的に地域について学習できるように支援したいと思っています。</a></td><td class="date">2021-10-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5531">91</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/408/005531.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「児童自由画作品の名札作りと名札貼り」90年ほど前の当時の神川小学校児童の作品に名札を貼る作業を行いました。制作年と学年、氏名、整理番号を書いた名札を作品に貼りました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/408/thumbnails/005531.jpg" alt="児童自由画作品の名札作りと名札貼り" title="児童自由画作品の名札作りと名札貼り" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5531">児童自由画作品の名札作りと名札貼り</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5531">90年ほど前の当時の神川小学校児童の作品に名札を貼る作業を行いました。制作年と学年、氏名、整理番号を書いた名札を作品に貼りました。</a></td><td class="date">2021-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5529">92</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/51/005529.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「神川小学校山本鼎の部屋」26日に神川小学校の山本鼎の部屋にお邪魔し、昔の神川小学校の児童が書いた作品の名札作りと名札貼りの作業を行いました。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="神川小学校山本鼎の部屋" title="神川小学校山本鼎の部屋" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5529">神川小学校山本鼎の部屋</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5529">26日に神川小学校の山本鼎の部屋にお邪魔し、昔の神川小学校の児童が書いた作品の名札作りと名札貼りの作業を行いました。</a></td><td class="date">2021-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5306">93</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/403/005306.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「うつくしの湯 武石丼」武石には、地産地消を目的とした武石丼という名物が存在する。
武石で採れた野菜をふんだんに使い、味噌で味付けをした武石丼は、うつくしの湯の食堂で販売されている。
武石地域では、武石小学校でも給食メニューで出るほど定番化しているため、地域の人に愛されているメニューである。
うつくしの湯に訪れたらぜひ食べていただきたい逸品だ。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/403/thumbnails/005306.jpg" alt="うつくしの湯 武石丼" title="うつくしの湯 武石丼" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5306">うつくしの湯 武石丼</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5306">武石には、地産地消を目的とした武石丼という名物が存在する。
武石で採れた野菜をふんだんに使い、味噌で味付けをした武石丼は、うつくしの湯の食堂で販売されている。
武石地域では、武石小学校でも給食メニューで出るほど定番化しているため、地域の人に愛されているメニューである。
うつくしの湯に訪れたらぜひ食べていただきたい逸品だ。</a></td><td class="date">2021-11-16</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5180">94</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/005180.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「明治二十四年上田全図」この図面は、上田の町を印刷により表わした初期の地図だ。実測図ではないため、縮尺や距離感は不正確である。地図の周囲にとは、明治維新後の近代化した上田の姿を、建築物を中心に表している。「上田尋常小学校」「高等小学校（旧藩主屋敷）」、「上田女学校」、「上田停車場」、「第十九国立銀行」、「上田橋」などが見られる。図面の中央の上田城本丸には「松平神社」がある。また、本丸には櫓が2基残っていたことがわかる。二の丸は「監獄」となっている。また、大手門の堀が残存していた。明治21年に鉄道の駅「上田停車場」（現在の上田駅の前身）が営業を開始するとともに、駅と「海野町」「原町」をつなぐ「松尾町」も開通した。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/005180.jpg" alt="明治二十四年上田全図" title="明治二十四年上田全図" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5180">明治二十四年上田全図</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5180">この図面は、上田の町を印刷により表わした初期の地図だ。実測図ではないため、縮尺や距離感は不正確である。地図の周囲にとは、明治維新後の近代化した上田の姿を、建築物を中心に表している。「上田尋常小学校」「高等小学校（旧藩主屋敷）」、「上田女学校」、「上田停車場」、「第十九国立銀行」、「上田橋」などが見られる。図面の中央の上田城本丸には「松平神社」がある。また、本丸には櫓が2基残っていたことがわかる。二の丸は「監獄」となっている。また、大手門の堀が残存していた。明治21年に鉄道の駅「上田停車場」（現在の上田駅の前身）が営業を開始するとともに、駅と「海野町」「原町」をつなぐ「松尾町」も開通した。</a></td><td class="date">2021-11-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5179">95</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/005179.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「安政年間上田城下町絵図」松平氏在城時代の上田城下町絵図で、武家屋敷の屋敷割を中心に描かれている。基本的には元禄年間の上田城下町絵図と変わっていない。上田城の本丸については「御本丸」と書かれているのみで省略されている。また、二の丸には、堀や石垣・土塁は描かれており、櫓や門などの建築物がない様子が分かる。
二の丸東虎口の外には、「文武学校」・「稲荷宮」がある。ここは、元禄年間の上田城下町絵図では、家臣の屋敷地だった。また、「御作事」と記載されている場所は、元禄年間の上田城下町絵図では「御中屋敷」だった。現在の清明小学校の敷地となっている。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/005179.jpg" alt="安政年間上田城下町絵図" title="安政年間上田城下町絵図" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5179">安政年間上田城下町絵図</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5179">松平氏在城時代の上田城下町絵図で、武家屋敷の屋敷割を中心に描かれている。基本的には元禄年間の上田城下町絵図と変わっていない。上田城の本丸については「御本丸」と書かれているのみで省略されている。また、二の丸には、堀や石垣・土塁は描かれており、櫓や門などの建築物がない様子が分かる。
二の丸東虎口の外には、「文武学校」・「稲荷宮」がある。ここは、元禄年間の上田城下町絵図では、家臣の屋敷地だった。また、「御作事」と記載されている場所は、元禄年間の上田城下町絵図では「御中屋敷」だった。現在の清明小学校の敷地となっている。</a></td><td class="date">2023-05-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5176">96</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/005176.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「元禄年間上田城下町絵図」仙台氏在城時代の上田城下町絵図で、武家屋敷の屋敷割を中心に描かれている。上田城は、本丸については「御本丸」と書かれているのみで省略されている。また、二の丸は「二御丸」と書かれており櫓や門などの建築物がない様子が分かる。「御中屋敷」と記載されている場所は、現在の清明小学校の敷地となっている。「追手口」（大手口）からが城内だ。
城下町全体を見渡すと、城下町と家臣の屋敷は城の東側に偏っていいることが分かる。また、絵図の所々に赤く塗られた四角形の印があるが、これは、「番所」で、武家屋敷と町屋の境・藩主屋敷・お城の虎口（入口）などの要所に設置されている。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/005176.jpg" alt="元禄年間上田城下町絵図" title="元禄年間上田城下町絵図" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5176">元禄年間上田城下町絵図</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5176">仙台氏在城時代の上田城下町絵図で、武家屋敷の屋敷割を中心に描かれている。上田城は、本丸については「御本丸」と書かれているのみで省略されている。また、二の丸は「二御丸」と書かれており櫓や門などの建築物がない様子が分かる。「御中屋敷」と記載されている場所は、現在の清明小学校の敷地となっている。「追手口」（大手口）からが城内だ。
城下町全体を見渡すと、城下町と家臣の屋敷は城の東側に偏っていいることが分かる。また、絵図の所々に赤く塗られた四角形の印があるが、これは、「番所」で、武家屋敷と町屋の境・藩主屋敷・お城の虎口（入口）などの要所に設置されている。</a></td><td class="date">2023-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4748">97</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/49/004748.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田染谷丘高等学校」この写真は、海野町商店街にあるすや呉服店が所蔵する一枚である。

明治34年「小県郡立上田高等女学校」として設立された。写真の建物が建てられたのは、現在の上田城跡公園の東側、清明小学校がある場所である。
明治42年には女子中等教育の充実を図るため、郡立から県立へ移管され、「長野県立上田高等女学校」と変更された。
大正 5年に校舎は、上田城近くの丸堀校舎から、上田町鍛冶町裏の新校舎へ移転となった。
現在の「上田染谷丘高等学校」になったのは、昭和 23年4月である。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/49/thumbnails/004748.jpg" alt="上田染谷丘高等学校" title="上田染谷丘高等学校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4748">上田染谷丘高等学校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4748">この写真は、海野町商店街にあるすや呉服店が所蔵する一枚である。

明治34年「小県郡立上田高等女学校」として設立された。写真の建物が建てられたのは、現在の上田城跡公園の東側、清明小学校がある場所である。
明治42年には女子中等教育の充実を図るため、郡立から県立へ移管され、「長野県立上田高等女学校」と変更された。
大正 5年に校舎は、上田城近くの丸堀校舎から、上田町鍛冶町裏の新校舎へ移転となった。
現在の「上田染谷丘高等学校」になったのは、昭和 23年4月である。</a></td><td class="date">2021-07-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4732">98</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/379/004732.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の人物伝一覧(『上田市史』1940から)」『<a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=2354>上田市史・下巻(1940)</a>』の「社寺古墳及人物誌／<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/uedashishi6.pdf>人物篇</a>」をハイパーメディア化。（長野大学「マルチメディア論」2020/2021実習で分担作成）

<b><a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=2549>人物01 真田昌幸</a></b><br>　真田一徳斎幸隆の第三子、天文十六年生る。
<b><a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=4731>人物02 真田信之</a></b><br>　 真田昌幸の嫡男、永禄九年生る。母は寒松院三修氏、幼名を源三郎と言ふ。
<b><a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=2711>人物04 真田幸村</a></b><br>　幸村は正幸の代二子、永禄十一年生ると云う。
<b><a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=4720>人物05 仙石政俊</a></b><br>　先の小諸城主後上田城主たりし仙石忠政の"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/379/thumbnails/004732.png" alt="上田の人物伝一覧(『上田市史』1940から)" title="上田の人物伝一覧(『上田市史』1940から)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4732">上田の人物伝一覧(『上田市史』1940から)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4732">『<a href=http://www.d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=2354>上田市史・下巻(1940)</a>』の「社寺古墳及人物誌／<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/uedashishi6.pdf>人物篇</a>」をハイパーメディア化。（長野大学「マルチメディア論」2020/2021実習で分担作成）

<b><a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=2549>人物01 真田昌幸</a></b><br>　真田一徳斎幸隆の第三子、天文十六年生る。
<b><a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=4731>人物02 真田信之</a></b><br>　 真田昌幸の嫡男、永禄九年生る。母は寒松院三修氏、幼名を源三郎と言ふ。
<b><a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=2711>人物04 真田幸村</a></b><br>　幸村は正幸の代二子、永禄十一年生ると云う。
<b><a href=https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?cat=&id=4720>人物05 仙石政俊</a></b><br>　先の小諸城主後上田城主たりし仙石忠政の</a></td><td class="date">2021-07-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4647">99</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/48/004647.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西部地区の考究と学習支援（中間報告）」私は「西部地区の考究と学習支援」というテーマで研究しています。内容としては、西部地区という私自身が住む地域についての歴史や資料の深掘りを行い、それをデジタルマップを通じて情報発信をするということと、小学校でタブレットを使用した授業が行われているということで、それを活かした地域学習の支援を行いたいと思っています。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/48/thumbnails/004647.jpg" alt="西部地区の考究と学習支援（中間報告）" title="西部地区の考究と学習支援（中間報告）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4647">西部地区の考究と学習支援（中間報告）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4647">私は「西部地区の考究と学習支援」というテーマで研究しています。内容としては、西部地区という私自身が住む地域についての歴史や資料の深掘りを行い、それをデジタルマップを通じて情報発信をするということと、小学校でタブレットを使用した授業が行われているということで、それを活かした地域学習の支援を行いたいと思っています。</a></td><td class="date">2021-07-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=4631">100</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_ppt.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「中間発表～山本鼎の部屋資料のデジタル化～」「山本鼎資料のデジタル化」をテーマに研究を行っています。私の母校である神川小学校山本鼎の部屋は課題がいくつかあり、それらを解決するためにはデジタル化するのがいいのではないかと考えました。提案書を作成したので今後はデジタル化を進めていこうと考えています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_ppt.gif" alt="中間発表～山本鼎の部屋資料のデジタル化～" title="中間発表～山本鼎の部屋資料のデジタル化～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=4631">中間発表～山本鼎の部屋資料のデジタル化～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=4631">「山本鼎資料のデジタル化」をテーマに研究を行っています。私の母校である神川小学校山本鼎の部屋は課題がいくつかあり、それらを解決するためにはデジタル化するのがいいのではないかと考えました。提案書を作成したので今後はデジタル化を進めていこうと考えています。</a></td><td class="date">2021-07-05</td></tr></table><div class="pagenavi">  <a class="arrow" title="Page 1" href="?c=&t=&s=小学校&all=&n=&r=&v=1">≪</a>  <span class="current">1</span>  <a class="page" title="Page 2" href="?c=&t=&s=小学校&all=&n=&r=&v=2">2</a>  <a class="arrow" title="Page 2" href="?c=&t=&s=小学校&all=&n=&r=&v=2">≫</a></div></div>
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					<ul><li><a href="?c=&s=上田市">上田市(11)</a></li><li><a href="?c=&s=山本鼎">山本鼎(9)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史">歴史(8)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田時報">西塩田時報(7)</a></li><li><a href="?c=&s=上田">上田(6)</a></li><li><a href="?c=&s=神川小学校">神川小学校(6)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県">長野県(5)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕">蚕(4)</a></li><li><a href="?c=&s=小学校">小学校(4)</a></li><li><a href="?c=&s=学校">学校(3)</a></li><li><a href="?c=&s=神社">神社(3)</a></li><li><a href="?c=&s=通学路">通学路(3)</a></li><li><a href="?c=&s=神川">神川(3)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルアーカイブ">デジタルアーカイブ(3)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻">上塩尻(3)</a></li><li><a href="?c=&s=山本鼎の部屋">山本鼎の部屋(3)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学習">地域学習(3)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻小学校">塩尻小学校(3)</a></li><li><a href="?c=&s=学習支援">学習支援(3)</a></li><li><a href="?c=&s=長野大学">長野大学(3)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田">塩田(2)</a></li><li><a href="?c=&s=さくら国際高校">さくら国際高校(2)</a></li><li><a href="?c=&s=木造校舎">木造校舎(2)</a></li><li><a href="?c=&s=まちあるき">まちあるき(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸業">蚕糸業(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造">蚕種製造(2)</a></li><li><a href="?c=&s=長野市">長野市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=長野">長野(2)</a></li><li><a href="?c=&s=橋">橋(2)</a></li><li><a href="?c=&s=自然">自然(2)</a></li><li><a href="?c=&s=文化">文化(2)</a></li><li><a href="?c=&s=自由画">自由画(2)</a></li><li><a href="?c=&s=自由画運動">自由画運動(2)</a></li><li><a href="?c=&s=信州上田学">信州上田学(2)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田平">塩田平(2)</a></li><li><a href="?c=&s=鳥居">鳥居(2)</a></li><li><a href="?c=&s=中塩田小学校">中塩田小学校(2)</a></li><li><a href="?c=&s=戦争">戦争(2)</a></li><li><a href="?c=&s=美浜町">美浜町(2)</a></li><li><a href="?c=&s=時報">時報(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地図">地図(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地籍図">地籍図(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田町">上田町(2)</a></li><li><a href="?c=&s=明治時代">明治時代(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田原古戦場">上田原古戦場(2)</a></li><li><a href="?c=&s=観光">観光(2)</a></li><li><a href="?c=&s=石碑">石碑(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田城">上田城(2)</a></li><li><a href="?c=&s=武家屋敷">武家屋敷(2)</a></li><li><a href="?c=&s=家臣">家臣(2)</a></li><li><a href="?c=&s=タブレット">タブレット(2)</a></li><li><a href="?c=&s=プロジェクト研究">プロジェクト研究(2)</a></li><li><a href="?c=&s=郷土資料館">郷土資料館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史的建造物">歴史的建造物(2)</a></li><li><a href="?c=&s=菅平高原">菅平高原(2)</a></li><li><a href="?c=&s=総合学習">総合学習(2)</a></li><li><a href="?c=&s=前川ゼミ">前川ゼミ(2)</a></li><li><a href="?c=&s=立科町">立科町(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学習支援">地域学習支援(2)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田">西塩田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧西塩田小学校">旧西塩田小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=手塚">手塚(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日就学校跡">日就学校跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田小学校跡">西塩田小学校跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕都上田">蚕都上田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史文化スポット">歴史文化スポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お種池">お種池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=湧き水">湧き水(1)</a></li><li><a href="?c=&s=亀田">亀田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=カーブミラー">カーブミラー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歩道">歩道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=黄色い歩道">黄色い歩道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=下校">下校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=安全">安全(1)</a></li><li><a href="?c=&s=縁石ブロック">縁石ブロック(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信越線">信越線(1)</a></li><li><a href="?c=&s=電車">電車(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域めぐり">地域めぐり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=気になるスポット">気になるスポット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=街中">街中(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市立東塩田小学校">上田市立東塩田小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尾根川">尾根川(1)</a></li><li><a href="?c=&s=公園">公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=食事">食事(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生物">生物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=植物">植物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=施設">施設(1)</a></li><li><a href="?c=&s=見学">見学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=森">森(1)</a></li><li><a href="?c=&s=車道">車道(1)</a></li><li><a href="?c=&s=バリアフリー">バリアフリー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術">農民美術(1)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術運動">農民美術運動(1)</a></li><li><a href="?c=&s=人物">人物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=神川村">神川村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=昭和初期">昭和初期(1)</a></li><li><a href="?c=&s=絵画">絵画(1)</a></li><li><a href="?c=&s=児童画">児童画(1)</a></li><li><a href="?c=&s=竜丘小学校">竜丘小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市マルチメディア情報センター">上田市マルチメディア情報センター(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻地区">塩尻地区(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域の記憶">地域の記憶(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桑園">桑園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=古い写真">古い写真(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域景観">地域景観(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日露戦争">日露戦争(1)</a></li><li><a href="?c=&s=忠魂碑">忠魂碑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日露戦役忠魂碑">日露戦役忠魂碑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=碑">碑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=潮干狩り">潮干狩り(1)</a></li><li><a href="?c=&s=愛知県">愛知県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=養鶏場">養鶏場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=玉子">玉子(1)</a></li><li><a href="?c=&s=學校">學校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=尺貫法">尺貫法(1)</a></li><li><a href="?c=&s=桑">桑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕業">蚕業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=字">字(1)</a></li><li><a href="?c=&s=字界">字界(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田駅">上田駅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域">地域(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山本鼎の会">山本鼎の会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=美術館">美術館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=サントミューゼ">サントミューゼ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=児童自由画運動">児童自由画運動(1)</a></li><li><a href="?c=&s=児童自由画教育">児童自由画教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=明治">明治(1)</a></li><li><a href="?c=&s=公文書">公文書(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市公文書館">上田市公文書館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近代">近代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田町会議">上田町会議(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻村">塩尻村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧公図">旧公図(1)</a></li><li><a href="?c=&s=教育">教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=教育制度">教育制度(1)</a></li><li><a href="?c=&s=明治政府">明治政府(1)</a></li><li><a href="?c=&s=盈進学校">盈進学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=本郷学校">本郷学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=1873">1873(1)</a></li><li><a href="?c=&s=1886">1886(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市立川辺小学校">上田市立川辺小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市上田原">上田市上田原(1)</a></li><li><a href="?c=&s=散歩">散歩(1)</a></li><li><a href="?c=&s=街歩き">街歩き(1)</a></li><li><a href="?c=&s=懐かしい">懐かしい(1)</a></li><li><a href="?c=&s=人工物">人工物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=緑橋">緑橋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=米沢市">米沢市(1)</a></li><li><a href="?c=&s= 山形県"> 山形県(1)</a></li><li><a href="?c=&s= 伝統工芸品"> 伝統工芸品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=笹野一刀彫">笹野一刀彫(1)</a></li><li><a href="?c=&s=お鷹ぽっぽ">お鷹ぽっぽ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ふくろう">ふくろう(1)</a></li><li><a href="?c=&s=南原">南原(1)</a></li><li><a href="?c=&s=社会科学習">社会科学習(1)</a></li><li><a href="?c=&s=職人技">職人技(1)</a></li><li><a href="?c=&s=音楽">音楽(1)</a></li><li><a href="?c=&s=古関裕而">古関裕而(1)</a></li><li><a href="?c=&s=作曲家">作曲家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=福島">福島(1)</a></li><li><a href="?c=&s=エール">エール(1)</a></li><li><a href="?c=&s=朝ドラ">朝ドラ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=栄冠は君に輝く">栄冠は君に輝く(1)</a></li><li><a href="?c=&s=校歌">校歌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=とんがり帽子">とんがり帽子(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田原合戦">上田原合戦(1)</a></li><li><a href="?c=&s=武田信玄">武田信玄(1)</a></li><li><a href="?c=&s=村上義清">村上義清(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田原">上田原(1)</a></li><li><a href="?c=&s=川辺小学校">川辺小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=人物伝">人物伝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市史">上田市史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田染谷丘高等学校">上田染谷丘高等学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=仙石氏">仙石氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=城下町">城下町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松平氏">松平氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=町">町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=明治維新">明治維新(1)</a></li><li><a href="?c=&s=児童自由画">児童自由画(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻">塩尻(1)</a></li><li><a href="?c=&s=道具">道具(1)</a></li><li><a href="?c=&s=資料">資料(1)</a></li><li><a href="?c=&s=撮影">撮影(1)</a></li><li><a href="?c=&s=徴兵">徴兵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタル化">デジタル化(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学校自慢">学校自慢(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ICT機器">ICT機器(1)</a></li><li><a href="?c=&s=貼り紙">貼り紙(1)</a></li><li><a href="?c=&s=戦後">戦後(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木江南">鈴木江南(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木志津衛">鈴木志津衛(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松井須磨子">松井須磨子(1)</a></li><li><a href="?c=&s=飯山市">飯山市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菜の花公園">菜の花公園(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菜の花">菜の花(1)</a></li><li><a href="?c=&s=朧月夜">朧月夜(1)</a></li><li><a href="?c=&s=唱歌">唱歌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岡野貞一">岡野貞一(1)</a></li><li><a href="?c=&s=髙野辰之">髙野辰之(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸市">小諸市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=開智学校">開智学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松本市">松本市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史・文化">歴史・文化(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国宝">国宝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=観光名所">観光名所(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菅平小中学校">菅平小中学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=峰の原高原">峰の原高原(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大庭遺跡">大庭遺跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=武石温泉">武石温泉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=うつくしの湯">うつくしの湯(1)</a></li><li><a href="?c=&s=温泉">温泉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=福岡県">福岡県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=柳川市">柳川市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=北原白秋">北原白秋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域探検">地域探検(1)</a></li><li><a href="?c=&s=戸隠神社">戸隠神社(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菅平中学校">菅平中学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=すずらん祭">すずらん祭(1)</a></li><li><a href="?c=&s=菅平">菅平(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃中学校">＃中学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻小まなびサイト">塩尻小まなびサイト(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩尻小">塩尻小(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小豆島">小豆島(1)</a></li><li><a href="?c=&s=二十四の瞳">二十四の瞳(1)</a></li><li><a href="?c=&s=二十四の瞳映画村">二十四の瞳映画村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=趣味">趣味(1)</a></li><li><a href="?c=&s=野口健">野口健(1)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕">養蚕(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸子地域">丸子地域(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学生">学生(1)</a></li><li><a href="?c=&s=研究発表">研究発表(1)</a></li><li><a href="?c=&s=キュレーション学習">キュレーション学習(1)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルコモンズ">デジタルコモンズ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=面白記事抄">面白記事抄(1)</a></li><li><a href="?c=&s=佐久市">佐久市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=昆虫">昆虫(1)</a></li><li><a href="?c=&s=栃木県">栃木県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=鹿沼市">鹿沼市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=深程">深程(1)</a></li><li><a href="?c=&s=馬力神">馬力神(1)</a></li><li><a href="?c=&s=裁縫教室">裁縫教室(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信濃裁縫女学校（現長野女子高校）">信濃裁縫女学校（現長野女子高校）(1)</a></li><li><a href="?c=&s=雛形">雛形(1)</a></li><li><a href="?c=&s=着物">着物(1)</a></li><li><a href="?c=&s=西小学校">西小学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕の観察日記">蚕の観察日記(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蓼科高校">蓼科高校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蓼科学">蓼科学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学">地域学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=立科町探検隊">立科町探検隊(1)</a></li><li><a href="?c=&s=前川道博">前川道博(1)</a></li><li><a href="?c=&s=出前講座">出前講座(1)</a></li><li><a href="?c=&s=災害">災害(1)</a></li><li><a href="?c=&s=水害">水害(1)</a></li><li><a href="?c=&s=防災">防災(1)</a></li><li><a href="?c=&s=避難所">避難所(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ハザードマップ">ハザードマップ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=日本遺産">日本遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=本郷">本郷(1)</a></li><li><a href="?c=&s=泥宮大神">泥宮大神(1)</a></li><li><a href="?c=&s=泥宮">泥宮(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上窪池">上窪池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=溜池">溜池(1)</a></li><li><a href="?c=&s=景観">景観(1)</a></li><li><a href="?c=&s=#武田信玄">#武田信玄(1)</a></li><li><a href="?c=&s=＃上田原の戦い">＃上田原の戦い(1)</a></li><li><a href="?c=&s=マンホール">マンホール(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小谷村">小谷村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=聖博物館">聖博物館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=聖高原">聖高原(1)</a></li><li><a href="?c=&s=麻績村">麻績村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=博物館">博物館(1)</a></li></ul>
				</div>
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  <script type="text/javascript">
	var map;
	var marker = [];
	var geocoder;

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

					  {
					id: '127186',
					name: '聖博物館・航空資料館2008/05/06',
					lat: 36.487772814940236,
					lng: 138.07022407650948,
					contents: '<a href="?c=&p=127186">聖博物館・航空資料館2008/05/06</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127078',
					name: 'マンホール：小谷村',
					lat: 36.77883537017372,
					lng: 137.9099568191676,
					contents: '<a href="?c=&p=127078">マンホール：小谷村</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126463',
					name: '旧西塩田小学校校舎(さくら国際高校)2013/11/22',
					lat: 36.34603517302706,
					lng: 138.17905594495647,
					contents: '<a href="?c=&p=126463">旧西塩田小学校校舎(さくら国際高校)2013/11/22</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126453',
					name: '泥宮大神と上窪池',
					lat: 36.35270020364877,
					lng: 138.19875955581665,
					contents: '<a href="?c=&p=126453">泥宮大神と上窪池</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125400',
					name: '2019年、台風19号／避難先の混乱',
					lat: 36.38884070776743,
					lng: 138.2055026292801,
					contents: '<a href="?c=&p=125400">2019年、台風19号／避難先の混乱</a>'
			 }, 
					  {
					id: '125329',
					name: '蓼科高校「蓼科学」プレイバック',
					lat: 36.28743895805231,
					lng: 138.31289291381836,
					contents: '<a href="?c=&p=125329">蓼科高校「蓼科学」プレイバック</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55265',
					name: '馬力神',
					lat: 36.4986319,
					lng: 139.7077848,
					contents: '<a href="?c=&p=55265">馬力神</a>'
			 }, 
					  {
					id: '54159',
					name: '吉田東伍について',
					lat: 37.775955689322636,
					lng: 139.23226833343506,
					contents: '<a href="?c=&p=54159">吉田東伍について</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11754',
					name: '塩尻小学校学習支援の様子②',
					lat: 36.417017521735985,
					lng: 138.21835041046143,
					contents: '<a href="?c=&p=11754">塩尻小学校学習支援の様子②</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11715',
					name: '現代にも伝わる養蚕',
					lat: 36.35543497722895,
					lng: 138.30568313598633,
					contents: '<a href="?c=&p=11715">現代にも伝わる養蚕</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11399',
					name: '二十四の瞳',
					lat: 34.445848404690736,
					lng: 134.28537368774414,
					contents: '<a href="?c=&p=11399">二十四の瞳</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10385',
					name: '上田市立第二中学校',
					lat: 36.4019071082764,
					lng: 138.24720561504364,
					contents: '<a href="?c=&p=10385">上田市立第二中学校</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10257',
					name: '菅平中「すずらん祭」2022参観',
					lat: 36.53310542482369,
					lng: 138.32432985305786,
					contents: '<a href="?c=&p=10257">菅平中「すずらん祭」2022参観</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9972',
					name: '戸隠神社',
					lat: 36.74246071173749,
					lng: 138.08475494384766,
					contents: '<a href="?c=&p=9972">戸隠神社</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9516',
					name: 'つくば市竹園地区の記憶と今',
					lat: 36.08173884312886,
					lng: 140.12005919424766,
					contents: '<a href="?c=&p=9516">つくば市竹園地区の記憶と今</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9515',
					name: '柳川市　【北原白秋　生家】',
					lat: 33.159029079961535,
					lng: 130.39422869682312,
					contents: '<a href="?c=&p=9515">柳川市　【北原白秋　生家】</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9432',
					name: '武石温泉　【うつくし湯】',
					lat: 36.286556850469104,
					lng: 138.22757720947266,
					contents: '<a href="?c=&p=9432">武石温泉　【うつくし湯】</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9392',
					name: '立科町散策③　【大庭遺跡】',
					lat: 36.26803028802694,
					lng: 138.31935167312622,
					contents: '<a href="?c=&p=9392">立科町散策③　【大庭遺跡】</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9084',
					name: '前川ゼミ／菅平小中・峰の原視察2022/05/06',
					lat: 36.53310542482369,
					lng: 138.32432985305786,
					contents: '<a href="?c=&p=9084">前川ゼミ／菅平小中・峰の原視察2022/05/06</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8910',
					name: '八幡宮（小諸）',
					lat: 36.32580962945782,
					lng: 138.43190789222717,
					contents: '<a href="?c=&p=8910">八幡宮（小諸）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8849',
					name: '『朧月夜』と飯山',
					lat: 36.88194080752117,
					lng: 138.40779878810253,
					contents: '<a href="?c=&p=8849">『朧月夜』と飯山</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8333',
					name: '小学校のタブレットを利用した学習支援',
					lat: 36.417017521735985,
					lng: 138.21835041046143,
					contents: '<a href="?c=&p=8333">小学校のタブレットを利用した学習支援</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5792',
					name: 'デジタルアーカイブの作業様子',
					lat: 36.41738649597961,
					lng: 138.2177029140708,
					contents: '<a href="?c=&p=5792">デジタルアーカイブの作業様子</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5529',
					name: '神川小学校山本鼎の部屋',
					lat: 36.37640270166647,
					lng: 138.2749342918396,
					contents: '<a href="?c=&p=5529">神川小学校山本鼎の部屋</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5306',
					name: 'うつくしの湯 武石丼',
					lat: 36.286556850469125,
					lng: 138.22757720947266,
					contents: '<a href="?c=&p=5306">うつくしの湯 武石丼</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5180',
					name: '明治二十四年上田全図',
					lat: 36.40359962073253,
					lng: 138.2457733154297,
					contents: '<a href="?c=&p=5180">明治二十四年上田全図</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5179',
					name: '安政年間上田城下町絵図',
					lat: 36.40359962073253,
					lng: 138.2457733154297,
					contents: '<a href="?c=&p=5179">安政年間上田城下町絵図</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5176',
					name: '元禄年間上田城下町絵図',
					lat: 36.40256071292733,
					lng: 138.24581236171042,
					contents: '<a href="?c=&p=5176">元禄年間上田城下町絵図</a>'
			 }, 
					  {
					id: '4748',
					name: '上田染谷丘高等学校',
					lat: 36.36938157697832,
					lng: 138.2236108244976,
					contents: '<a href="?c=&p=4748">上田染谷丘高等学校</a>'
			 }, 
			];
	
	function initMap() {
		var lat = 36.248519;
		var lng = 138.479130;
		var map = new google.maps.Map(
			document.getElementById("area_map"),{
			center : new google.maps.LatLng(36.36938157697832,138.2236108244976),
			mapTypeId : google.maps.MapTypeId.ROADMAP,
			zoom : 13,
			}
		);

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

					// 範囲内に収める
			var minX = marker[0].getPosition().lng();
			var minY = marker[0].getPosition().lat();
			var maxX = marker[0].getPosition().lng();;
			var maxY = marker[0].getPosition().lat();;
			for(var i=0; i<100; i++){
				var lt = marker[i].getPosition().lat();
				var lg = marker[i].getPosition().lng();
				if (lg <= minX){ minX = lg; }
				if (lg > maxX){ maxX = lg; }
				if (lt <= minY){ minY = lt; }
				if (lt > maxY){ maxY = lt; }
			}
			var sw = new google.maps.LatLng(maxY, minX);
			var ne = new google.maps.LatLng(minY, maxX);
			var bounds = new google.maps.LatLngBounds(sw, ne);
			map.fitBounds(bounds);
		
	}
	
	// マーカーにクリックイベントを追加
	function markerEvent(i) {
		marker[i].addListener('click', function() { // マーカーをクリックしたとき
		  infoWindow[i].open(map, marker[i]); // 吹き出しの表示
	  });
	}

    </script>
	

<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?callback=initMap&key=AIzaSyBhqzSeKQ-C1uEpCbAToDZcqi7fXN6qAyg&language=ja" charset="utf-8"></script>


