<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php</b> on line <b>39</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>51</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>52</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>53</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>55</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_attribute" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>60</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "admin_site_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function.php</b> on line <b>61</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>63</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>64</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>65</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>66</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>67</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tag" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>99</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "t" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>110</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "all" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>112</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "n" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>113</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "r" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>114</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "v" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>122</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "kanrino_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>138</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "title_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>139</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tourokudate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>140</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueibasyo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>141</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "satueidate_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>142</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "seireki_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>143</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sikityo_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>144</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "ookisa_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>145</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "syozousya_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>146</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sankoubunken_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>147</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "tikucode_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>148</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "sagyobi_s" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>149</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $key_reg in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/function2/function_searchtop.php</b> on line <b>57</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>258</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/config.php:39) in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>260</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>287</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>297</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>303</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_id" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>309</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "4user_account" in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>585</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 0 in <b>/home/users/0/sub.jp-d-commons/web/d-commons.info/search_top.php</b> on line <b>660</b><br />
<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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銭湯というと、富士山の壁画が描かれた、東京の大きな下町銭湯を思い浮かべる人が多いと思います。ここでいう銭湯とは、法律で定められた一般公衆浴場のことです。

ここ上田市にも、地域に根付いた街のお風呂屋さん、銭湯が2軒あります。ですが最盛期には、なんと24軒もの銭湯がありました。昔は市街地ではお風呂のある家庭は一般的ではなく、農村部のお百姓さんの家、どこかの大富豪の社長さんの家など、限られた家庭にしかありませんでした。そこで、「浴場業（銭湯）」という一つの業種が確立されたんですね。今回は、上田市の銭湯を研究するための必読書、「史的ニ上田（15）上田の銭湯」という文献をご紹介します。
（画像は、文中にも登場する中央3丁目（松原町）の「竹の"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～" title="【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127100">【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127100">突然ですが、皆さんは銭湯に行ったことはありますか？

銭湯というと、富士山の壁画が描かれた、東京の大きな下町銭湯を思い浮かべる人が多いと思います。ここでいう銭湯とは、法律で定められた一般公衆浴場のことです。

ここ上田市にも、地域に根付いた街のお風呂屋さん、銭湯が2軒あります。ですが最盛期には、なんと24軒もの銭湯がありました。昔は市街地ではお風呂のある家庭は一般的ではなく、農村部のお百姓さんの家、どこかの大富豪の社長さんの家など、限られた家庭にしかありませんでした。そこで、「浴場業（銭湯）」という一つの業種が確立されたんですね。今回は、上田市の銭湯を研究するための必読書、「史的ニ上田（15）上田の銭湯」という文献をご紹介します。
（画像は、文中にも登場する中央3丁目（松原町）の「竹の</a></td><td class="date">2024-02-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127002">4</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「諸を語り唄～絹の奏で～　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)」2023/10/29開催
【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】
主催:糸のまち・こもろプロジェクト
共催:諸公民館
後援:信濃毎日新聞社・小諸新聞・東信ジャーナル社・小諸市教育委員会・(株)コミュニティテレビこもろ・(株)純水館・純水館資料館・氷風穴の里保存会・週刊さくだいら

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

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

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

<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/czL8pMXe?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe></a></td><td class="date">2024-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127000">5</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「「蚕糸業とシルク利用の展望」」【2022/11/3開催】「民間で始まる蚕糸業ものがたり」
[第5弾移動企画シリーズ　民間で始まる蚕糸業ものがたり　【紺屋町ものがたり】　共催　紺屋町区公民館]
令和4年度小諸市市民活動促進事業　補助金活用事業
主催:特定非営利法人　糸のまち・こもろプロジェクト
後援:小諸市教育委員会/株式会社コミュニティテレビこもろ

講演会「蚕糸業とシルク利用の展望」講師:塚田　益裕氏(元　信州大学繊維学部　特任教授)

<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/6A6n5OcL4Hk?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/OH40IIeJ4s0?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/P4UYYlTlb0E?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="「蚕糸業とシルク利用の展望」" title="「蚕糸業とシルク利用の展望」" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127000">「蚕糸業とシルク利用の展望」</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127000">【2022/11/3開催】「民間で始まる蚕糸業ものがたり」
[第5弾移動企画シリーズ　民間で始まる蚕糸業ものがたり　【紺屋町ものがたり】　共催　紺屋町区公民館]
令和4年度小諸市市民活動促進事業　補助金活用事業
主催:特定非営利法人　糸のまち・こもろプロジェクト
後援:小諸市教育委員会/株式会社コミュニティテレビこもろ

講演会「蚕糸業とシルク利用の展望」講師:塚田　益裕氏(元　信州大学繊維学部　特任教授)

<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/6A6n5OcL4Hk?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/OH40IIeJ4s0?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/P4UYYlTlb0E?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe></a></td><td class="date">2024-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126960">6</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126960.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「プロジェクト研究(長野大学前川ゼミ)2023アウトカム」長野大学企業情報学部前川ゼミ／プロジェクト研究2023成果報告

▼前川ゼミ2023成果報告 60分
ゼミメンバーの各自が成果を報告しています。（発表順は以下の順と同じ）
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/0gbpV1QULsw?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

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

▼前川ゼミ2023成果報告 60分
ゼミメンバーの各自が成果を報告しています。（発表順は以下の順と同じ）
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/0gbpV1QULsw?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

▼前川ゼミ・ポートフォリオ（マイサイト）
〔地域デジタルアーカイブ〕
【1】竹中丈二(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/joji20021984>地域史料のデジタルアーカイブとその活用</a>
【2】久保山遥(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/j20034hkhk>デジタルアーカイブ化と社員日誌</a>
【3】石平飛揚(3年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/j21007hi2023>紙資料のデジタルアーカイブ化</a>
〔地域づくり支援〕
【4】福田晴紀(4年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/fukuharu76>メディアの活用と地域づくり</a>
【5】春原百々羽(3年)　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/EDENS99>地元上塩尻の文化の</a></td><td class="date">2024-02-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126889">7</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/454/126889.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ICT機器を用いた教育支援・デジタル講習会」"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/454/thumbnails/126889.jpg" alt="ICT機器を用いた教育支援・デジタル講習会" title="ICT機器を用いた教育支援・デジタル講習会" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126889">ICT機器を用いた教育支援・デジタル講習会</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126889"></a></td><td class="date">2024-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126823">8</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/675/126823.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「教育支援・デジタル講習会まとめ」2023年度プロジェクト研究の活動のまとめ
今年度は、須坂中央地域を中心に須坂小学校への学習支援、デジタル講習会を行いました。さらに、埴生小学校での学習支援も行いました。
これらの活動についての記録となります。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="教育支援・デジタル講習会まとめ" title="教育支援・デジタル講習会まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126823">教育支援・デジタル講習会まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126823">2023年度プロジェクト研究の活動のまとめ
今年度は、須坂中央地域を中心に須坂小学校への学習支援、デジタル講習会を行いました。さらに、埴生小学校での学習支援も行いました。
これらの活動についての記録となります。</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126820">9</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/251/126820.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「3年間の総復習」前川ゼミの最後の振り返りを行いました。
書いていると、本当に色んな方にお世話になって学びが成立していたと感じました。

まだ、スタートに過ぎない私の教育。
これからもたくさんの方と共に学びを深めていきたいと思います。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/251/thumbnails/126820.jpg" alt="3年間の総復習" title="3年間の総復習" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126820">3年間の総復習</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126820">前川ゼミの最後の振り返りを行いました。
書いていると、本当に色んな方にお世話になって学びが成立していたと感じました。

まだ、スタートに過ぎない私の教育。
これからもたくさんの方と共に学びを深めていきたいと思います。</a></td><td class="date">2024-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126665">10</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/126665.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「結論とまとめ」デジタルアーカイブは、情報の保護とアクセスの改善、保存の効率化を実現します。
デジタルアーカイブは、文化や知識の継承に大きな役割を果たし、成功例も多く存在します。
研究により、デジタルアーカイブが情報の保存・共有・開発において重要であることが示されています。
このように、デジタルアーカイブは文化や知識の継承において不可欠な役割を果たしており、その重要性は今後ますます高まることが予想されます。
デジタルアーカイブの普及と活用は、社会全体の教育、文化、研究の発展に貢献することが期待されます。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/126665.jpg" alt="結論とまとめ" title="結論とまとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126665">結論とまとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126665">デジタルアーカイブは、情報の保護とアクセスの改善、保存の効率化を実現します。
デジタルアーカイブは、文化や知識の継承に大きな役割を果たし、成功例も多く存在します。
研究により、デジタルアーカイブが情報の保存・共有・開発において重要であることが示されています。
このように、デジタルアーカイブは文化や知識の継承において不可欠な役割を果たしており、その重要性は今後ますます高まることが予想されます。
デジタルアーカイブの普及と活用は、社会全体の教育、文化、研究の発展に貢献することが期待されます。</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126660">11</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/126660.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「具体的な事例と成功例」博物館は、デジタルアーカイブを活用して、貴重な展示品や文化遺産をオンラインで公開し、広範な観衆に対してアクセス可能にします。
図書館は、デジタルアーカイブを通じて、古い書籍や文献をデジタル化し、学術研究や教育に役立てることができます。
画廊は、デジタルアーカイブを使用して、アーティストの作品や展示会の写真をオンラインで共有し、アート愛好家にインスピレーションを与えます。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/126660.jpg" alt="具体的な事例と成功例" title="具体的な事例と成功例" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126660">具体的な事例と成功例</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126660">博物館は、デジタルアーカイブを活用して、貴重な展示品や文化遺産をオンラインで公開し、広範な観衆に対してアクセス可能にします。
図書館は、デジタルアーカイブを通じて、古い書籍や文献をデジタル化し、学術研究や教育に役立てることができます。
画廊は、デジタルアーカイブを使用して、アーティストの作品や展示会の写真をオンラインで共有し、アート愛好家にインスピレーションを与えます。</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126651">12</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/675/126651.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦前と現在の学校教育」探求のねらい
過去と現在では学校の授業形態などは異なっていると考えるが、教育の目的・内容は変わらないものであるので、過去と現在の学校教育を比較し、その時代の背景について考察し、理解することを目的としている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="戦前と現在の学校教育" title="戦前と現在の学校教育" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126651">戦前と現在の学校教育</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126651">探求のねらい
過去と現在では学校の授業形態などは異なっていると考えるが、教育の目的・内容は変わらないものであるので、過去と現在の学校教育を比較し、その時代の背景について考察し、理解することを目的としている。</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126634">13</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/826/126634.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「まとめ」ここまで戦後の上田の学習環境の変化を概観してきた。戦後の上田の学校を調べた所感として、戦後と現代で学生に求める理想像に重なる点が多々見受けられると考えた。学習環境を整える中で頻繁に「自由な学習環境」「個人の関心を尊重すること」が説かれており、このことから戦後は画一的な教育方針よりも、個人の裁量に合わせた柔軟性の高い教育環境を構築しようと奮起していたと考察した。このような観点は現代にも通ずるものがあり、個人の特性を活かし、のびのびと学ぶことができることを重んじる価値観は今も昔も変わらないのだと調べ学習を通して実感した。

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

なお、現代の学習方針と比較した見解として、現代では外国語学習を推進したり、個人の特性を重んじたキャリア教育がなされていたりすることから、現代では特に「多様性が</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126633">14</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/826/126633.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「現代の上田市中学校」今回は数ある小中学校の中から、上田市第一中学校を一例として取り上げる。
上田市第一中学校の教育方針を見ると、戦後の教育方針と重なる面が多々存在すると考察した。また、戦後の学習環境と異なる点として、外国語学習やキャリア教育などに力を入れていることが顕著な例として考えられる。このことから、戦後と現代で重視される学習内容が異なっており、時代と共に重んじられる価値観が変化していると推察した。

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

参照元：「上田市第一中学校」http://www.school.umic.jp/ueda1/</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126631">15</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/826/126631.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「塩田分校を訪問する」これは塩田にある分校でのインタビュー内容が記載されている史料である。記事を見ると、塩田分校では教育方針として「農村を担う中堅的人材」を育てることを掲げており、そのために高等学校での基礎的な一般教養に加え、家庭科や農業科の専門的技能を体得させること、そして一番に「人間としての素養を育て上げること」を重んじていることが読み取れる。
このことから、塩田分校では学生に対して専門的知識を持った地域に根差す人材、並びに志や人徳の高い学生を理想像としていたのではないかと考察した。

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

▼この記事は以下から参照できます。
#1192 『西塩田公報』第66号(1953年3月5日)2頁</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126627">16</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/826/126627.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「校舎増築に就て(ついて)」1948年の西塩田時報に、児童数の増加に伴った校舎の増築についての一報が記載されていた。
記事によると、増築前には校舎の裁縫室や工作室と言った、俗に言う特別教室を普通の教室として使用していたそうだ。また、校舎を増築するにあたり、学校の新教育課程の順守について説かれている。文献を読むと、当時の新課程は個人の尊重を図り、自主性を重んじた学習環境を構築することを目標としていたことが読み取れる。

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

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

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

この記事から戦後の人々は学生に対し、学生自身の興味を探求できる教育を施そうとしていたと考察した。また、当時から裁縫室や工作室が存在していたことから、座学だけではなく</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126614">17</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=126443">18</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=126373">19</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/826/126373.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「子供の教育一歩先に 親自身の教育へ」今も昔も子供の教育は人々の関心事の一つであり、子供を立派に育て上げるために大人は良い手法を考えあぐねています。

子供の教育にばかり目を向けられるのではく「親自身の教育」に力を入れるべきだという風刺的なタイトルから始まる、新鮮な切り口から子供の教育について説いた記事となっています。
記事の末部では当時の子供が求められていた理想像を知ることができます。今の子供と重なる部分を照らし合わせながら、現代と昔の価値観の違いを比較して記事を読み進めると面白いかもしれません。

▼この記事は以下から参照できます。
#1119 『西塩田公報』第46号(1951年2月10日)1頁"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="子供の教育一歩先に 親自身の教育へ" title="子供の教育一歩先に 親自身の教育へ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126373">子供の教育一歩先に 親自身の教育へ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126373">今も昔も子供の教育は人々の関心事の一つであり、子供を立派に育て上げるために大人は良い手法を考えあぐねています。

子供の教育にばかり目を向けられるのではく「親自身の教育」に力を入れるべきだという風刺的なタイトルから始まる、新鮮な切り口から子供の教育について説いた記事となっています。
記事の末部では当時の子供が求められていた理想像を知ることができます。今の子供と重なる部分を照らし合わせながら、現代と昔の価値観の違いを比較して記事を読み進めると面白いかもしれません。

▼この記事は以下から参照できます。
#1119 『西塩田公報』第46号(1951年2月10日)1頁</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126369">20</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/823/126369.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「入学前の家庭教育に就て　西塩田時報」入学前に家庭内で教育してほしいことについて友達のことや先生を怖がらないように教育してほしいといったことが書かれており、今の新聞ではないので珍しく面白いと感じた。

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

西塩田時報　戦後　昭和22年1月25日　第1号2頁</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126329">21</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「卒業論文執筆にあたっての課題とその解決の成果」後期開始から卒論執筆を開始
→項目立て、本文を鋭意執筆中

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

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

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

生涯学習
一般には人々が生涯に行うあらゆる学習，すなわち，学校教育，家庭教育，社会教育，文化活動，スポーツ活動，レクリエーション活動，ボランティア活動，企業内教育，趣味など様々な場や機会において行う学習の意味で用いられます。
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201901/detail/1421865.htm
社会教育
学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動を指します。
https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l.htm
違い
これに対して、「生涯学習」は、学習者の視点から</a></td><td class="date">2023-12-07</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126313">22</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/679/126313.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「入学前の家庭教育に就て（西塩田時報　第1号昭和22年1月25日）」この記事には、入学前に家庭教育でやってほしいことが記載されていれています。具体的には、家庭や友達、先生、学習、身体的なしつけについてなどの項目に分けて、詳しく述べられていました。

私は、この記事の中の「性格は、家庭の育て方一つで決まるので生まれつきなどではない」という表現に時代の違いを感じます。このような言い切った表現に対して、負の感情を抱く現代人が多くいるのではないかと考えました。

▼この記事は以下から参照できます。
『西塩田時報』第1号（昭和22年1月25日）
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns14_post001to020.pdf>https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns14_post001to020.pdf</a>"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="入学前の家庭教育に就て（西塩田時報　第1号昭和22年1月25日）" title="入学前の家庭教育に就て（西塩田時報　第1号昭和22年1月25日）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126313">入学前の家庭教育に就て（西塩田時報　第1号昭和22年1月25日）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126313">この記事には、入学前に家庭教育でやってほしいことが記載されていれています。具体的には、家庭や友達、先生、学習、身体的なしつけについてなどの項目に分けて、詳しく述べられていました。

私は、この記事の中の「性格は、家庭の育て方一つで決まるので生まれつきなどではない」という表現に時代の違いを感じます。このような言い切った表現に対して、負の感情を抱く現代人が多くいるのではないかと考えました。

▼この記事は以下から参照できます。
『西塩田時報』第1号（昭和22年1月25日）
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns14_post001to020.pdf>https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns14_post001to020.pdf</a></a></td><td class="date">2023-12-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126153">23</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/756/126153.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「5代松平忠学と明倫堂」　この場所にはかつて、松平忠学（たださと）の命によって設立された明倫堂があった。ここで、上田藩の多くの若者が文武教育を受けた。
　私が散策したところ、この学校（現在は上田市立第三中学校となっている。）は3種類の石垣によって囲まれているのが分かった。左から二つ目の石垣は、横に長く敷き詰められており、一枚一枚はの厚さは薄く、どれも四角形であった。左から三つ目の石垣と一番右の石垣を比べると、左の石垣は、全体的に白く、配列がきれいである。それに対し右の石垣は、全体的に黒いけれども青、赤、黄などの色の石もあり、また、上にいけばいくほど石の大きさが小さくなっている。配列が乱れている箇所もある。
　おそらく左から二番目の石垣は今日に近しい時代に、一番右の石垣は古い時代に積まれたものだろう。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="5代松平忠学と明倫堂" title="5代松平忠学と明倫堂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126153">5代松平忠学と明倫堂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126153">　この場所にはかつて、松平忠学（たださと）の命によって設立された明倫堂があった。ここで、上田藩の多くの若者が文武教育を受けた。
　私が散策したところ、この学校（現在は上田市立第三中学校となっている。）は3種類の石垣によって囲まれているのが分かった。左から二つ目の石垣は、横に長く敷き詰められており、一枚一枚はの厚さは薄く、どれも四角形であった。左から三つ目の石垣と一番右の石垣を比べると、左の石垣は、全体的に白く、配列がきれいである。それに対し右の石垣は、全体的に黒いけれども青、赤、黄などの色の石もあり、また、上にいけばいくほど石の大きさが小さくなっている。配列が乱れている箇所もある。
　おそらく左から二番目の石垣は今日に近しい時代に、一番右の石垣は古い時代に積まれたものだろう。</a></td><td class="date">2023-11-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126025">24</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126025.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「東洋音楽学会で学際的交流、偏在知を遍在に変える」★<a href=http://tog.a.la9.jp/meeting.html>東洋音楽学会第74回大会</a>

11/18-19の２日間、京都教育大学を会場に開催された東洋音楽学会第74回大会に参加してきました。初日の「京都の六斎念仏公演」は大変興味深いものでした。地元伏見桃山で伝承されている「六斎念仏」が披露されました。無形的な民俗文化は継承がされにくいだけでなく、その可視化・共有も極めてしにくい課題があります。民俗学者の柳田國男が全国に偏在する文化を可視化・共有するのが民俗学であると生前に発言をしていました。だから民俗学は面白い、と。デジタルな時代になり、やっとそれが民俗学を超え、やろうと思えば実現できる社会に変容しつつあるという社会状況の深化を想起しました。地域に偏在していた知・リソースを遍在する関係に変えるのが、私たちが今取り組んでい"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126025.jpg" alt="東洋音楽学会で学際的交流、偏在知を遍在に変える" title="東洋音楽学会で学際的交流、偏在知を遍在に変える" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126025">東洋音楽学会で学際的交流、偏在知を遍在に変える</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126025">★<a href=http://tog.a.la9.jp/meeting.html>東洋音楽学会第74回大会</a>

11/18-19の２日間、京都教育大学を会場に開催された東洋音楽学会第74回大会に参加してきました。初日の「京都の六斎念仏公演」は大変興味深いものでした。地元伏見桃山で伝承されている「六斎念仏」が披露されました。無形的な民俗文化は継承がされにくいだけでなく、その可視化・共有も極めてしにくい課題があります。民俗学者の柳田國男が全国に偏在する文化を可視化・共有するのが民俗学であると生前に発言をしていました。だから民俗学は面白い、と。デジタルな時代になり、やっとそれが民俗学を超え、やろうと思えば実現できる社会に変容しつつあるという社会状況の深化を想起しました。地域に偏在していた知・リソースを遍在する関係に変えるのが、私たちが今取り組んでい</a></td><td class="date">2023-11-20</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125543">25</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/378/125543.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】」2023/10/29開催
【第8弾移動企画シリーズ　諸ものがたり ～純水館・名前の由来～】
主催:糸のまち・こもろプロジェクト
共催:諸公民館
お問い合わせ:事務局 栁沢浩一(090-7265-1315)
後援:信濃毎日新聞社・小諸新聞・東信ジャーナル社・小諸市教育委員会・(株)コミュニティテレビこもろ・(株)純水館・純水館資料館・氷風穴の里保存会・週刊さくだいら

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

【内容】
「諸を語り唄～絹の奏で　坂本 明央氏(津軽三味線奏者)」
　坂本 明央氏は青森県北津軽郡坂柳町出身。民謡全国大会連続優勝後、クラウンレコードよりデビューし、全国ツアーを開催。津軽三味線名人藤田淳一師の門下生となり、日本コロムビアより「津軽を弾いて津軽を唄う」を発売。平成12年に小諸市に移住、津軽じょんがら座を設立。現在も公演を続け、三味線や民謡の指導を行っている</a></td><td class="date">2023-10-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125327">26</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/125327.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「新「信州学」プレイバック」画像は『わたしたちの信州学』表紙の一部を転載

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

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

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

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

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

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

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

「信州学」は地理学者の故・市川健夫先生(1927-2016)が生涯をかけ</a></td><td class="date">2023-10-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125301">27</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/191/125301.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蚕都上田マップ２【上小地域】」「上小(じょうしょう)」は上田小県の略称です。当初の上田市はエリアが小さく「蚕都上田」は「上田小県」を意味していました。「塩尻地区」「塩田地区」「旧丸子町」などが該当します。
<div align=center><table bgcolor=beige border=1 bordercolor=red><tr><td><h1><a href=http://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/files/pdf/santomap/a2.pdf>蚕都上田マップ２【上小地域】を見る</a></h1></td></tr></table></div>
小県(ちいさがた)は蚕都上田を支える後背地域であった。千曲川沿岸では養蚕とともに蚕種製造業が発達した。丸子町は岡谷、須坂と並ぶ製糸都市に成長した。
（マップ解説文から編集）

基図『小県郡及上田市地図』(信濃教育会小県上田部会, 1930年)
制作　蚕都上田プロジェクトマップ部会
発行日　2010年3月31日"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/191/thumbnails/125301.jpg" alt="蚕都上田マップ２【上小地域】" title="蚕都上田マップ２【上小地域】" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125301">蚕都上田マップ２【上小地域】</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125301">「上小(じょうしょう)」は上田小県の略称です。当初の上田市はエリアが小さく「蚕都上田」は「上田小県」を意味していました。「塩尻地区」「塩田地区」「旧丸子町」などが該当します。
<div align=center><table bgcolor=beige border=1 bordercolor=red><tr><td><h1><a href=http://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/files/pdf/santomap/a2.pdf>蚕都上田マップ２【上小地域】を見る</a></h1></td></tr></table></div>
小県(ちいさがた)は蚕都上田を支える後背地域であった。千曲川沿岸では養蚕とともに蚕種製造業が発達した。丸子町は岡谷、須坂と並ぶ製糸都市に成長した。
（マップ解説文から編集）

基図『小県郡及上田市地図』(信濃教育会小県上田部会, 1930年)
制作　蚕都上田プロジェクトマップ部会
発行日　2010年3月31日</a></td><td class="date">2023-10-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=125016">28</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/125016.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「「地域デジタルコモンズが拓く地域づくり/地域学習の包摂的融合」(2023)」日本教育情報学会 第39回年会
地域デジタルコモンズが拓く地域づくり/地域学習の包摂的融合
d-commons.netによる主体的/協働学習の実践を通して
2023/08/27
前川道博"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/125016.jpg" alt="「地域デジタルコモンズが拓く地域づくり/地域学習の包摂的融合」(2023)" title="「地域デジタルコモンズが拓く地域づくり/地域学習の包摂的融合」(2023)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=125016">「地域デジタルコモンズが拓く地域づくり/地域学習の包摂的融合」(2023)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=125016">日本教育情報学会 第39回年会
地域デジタルコモンズが拓く地域づくり/地域学習の包摂的融合
d-commons.netによる主体的/協働学習の実践を通して
2023/08/27
前川道博</a></td><td class="date">2023-08-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=124977">29</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/124977.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「東京藝術大学の大学史史料室訪問」日本の近代音楽は文部省の音楽取調掛に始まります。後に東京音楽学校となり、戦後、東京藝術大学に。日本の音楽教育、音楽文化の源泉と言っても過言ではありません。音楽の記憶・記録がこの大学に詰まっています。7/4、大学史史料室を訪問し、史料室も見せていただき、関係の方々とも情報交換をしました。

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

アーカイブ系のセクションが未来創造継承センターに再編されたことも知りました。
《<a href=https://future.geidai.ac.jp/message2023/>「未来」のために「過去」を創造する。</a>》
なんと逆説的なアート的表現でしょう。アーカイブの本質と言ってもよいことです。</a></td><td class="date">2023-08-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54626">30</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/616/054626.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座」<font size=+2><b>実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座</b></font>
【日程】2023年
　　2月4日(土) 10:00～16:00　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=54426>藤本蚕業歴史館に学ぶ地域アーカイブの課題</a><font color=orange>[LINK</font>]
　　2月5日(日) 10:00～16:00　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=54431>地域資料デジタルアーカイブの構築に向けて</a><font color=orange>[LINK</font>]
　　2月18日(土) 13:00～16:00　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=54612>皆さんのデジタルアーカイブ/地域学習企画披露会</a><font color=orange>[LINK</font>]

アンケート結果を掲載しました。
披露会の動画記録は追って公開予定です。


▼実施体制等
主催：藤本蚕業プロジェクト（代表：前川道博 長野大学企業情報学部教授）
共催：デジタルアーカイブ学会地域アーカイブ部会、岐阜女子大学
協力：藤"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座" title="実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54626">実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54626"><font size=+2><b>実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座</b></font>
【日程】2023年
　　2月4日(土) 10:00～16:00　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=54426>藤本蚕業歴史館に学ぶ地域アーカイブの課題</a><font color=orange>[LINK</font>]
　　2月5日(日) 10:00～16:00　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=54431>地域資料デジタルアーカイブの構築に向けて</a><font color=orange>[LINK</font>]
　　2月18日(土) 13:00～16:00　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=54612>皆さんのデジタルアーカイブ/地域学習企画披露会</a><font color=orange>[LINK</font>]

アンケート結果を掲載しました。
披露会の動画記録は追って公開予定です。


▼実施体制等
主催：藤本蚕業プロジェクト（代表：前川道博 長野大学企業情報学部教授）
共催：デジタルアーカイブ学会地域アーカイブ部会、岐阜女子大学
協力：藤</a></td><td class="date">2023-02-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54625">31</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/616/054625.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座」<font size=+2><b>実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座</b></font>
【日程】2022～23年
　12/10(土)10:00～16:00 <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=11761>藤本蚕業歴史館に学ぶ地域アーカイブの活用</a><font color=orange>[LINK</font>]
　12/17(土)10:00～16:00 <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=18944>藤本蚕業所蔵資料で近現代のキュレーション</a><font color=orange>[LINK</font>]
　01/14(土)13:00～16:00 <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=42656>皆さんのキュレーション披露会</a><font color=orange>[LINK</font>]
▼実施体制等
主催：藤本蚕業プロジェクト（代表：前川道博 長野大学企業情報学部教授）
共催：デジタルアーカイブ学会地域アーカイブ部会、岐阜女子大学
協力：藤本蚕業歴史館、上田小県近現代史研究会、長野大学
後援：日本教育情報学会デジタルアーカイブ研究会、日本デジ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座" title="実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54625">実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54625"><font size=+2><b>実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座</b></font>
【日程】2022～23年
　12/10(土)10:00～16:00 <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=11761>藤本蚕業歴史館に学ぶ地域アーカイブの活用</a><font color=orange>[LINK</font>]
　12/17(土)10:00～16:00 <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=18944>藤本蚕業所蔵資料で近現代のキュレーション</a><font color=orange>[LINK</font>]
　01/14(土)13:00～16:00 <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=42656>皆さんのキュレーション披露会</a><font color=orange>[LINK</font>]
▼実施体制等
主催：藤本蚕業プロジェクト（代表：前川道博 長野大学企業情報学部教授）
共催：デジタルアーカイブ学会地域アーカイブ部会、岐阜女子大学
協力：藤本蚕業歴史館、上田小県近現代史研究会、長野大学
後援：日本教育情報学会デジタルアーカイブ研究会、日本デジ</a></td><td class="date">2023-02-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54612">32</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/616/054612.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座[第３回]」【オンデマンド講座】
★DA講座2-3皆さんのデジタルアーカイブ/地域学習企画披露会 182分
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/XMVlG4Fgv4g?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

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

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

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

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

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

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

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

《披露会の発表者と発表テーマ》敬称略。発表資料は以下に掲載してあります。
①島津千登世／下河辺淳＋戦後国土計画関連資料アーカイヴス
　→<a href=http://www.ued.or.jp/shimokobe/>下河辺淳アーカイヴス</a>
　→<a href=http://www.</a></td><td class="date">2023-02-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54554">33</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/239/054554.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学生による地域キュレーション2022(信州上田学A受講生)」長野大学の地域科目「信州上田学A」を受講した学生が「信州上田」を接点とした地域キュレーションの学習成果です。タイトルを選ぶとその学生のマイサイトを表示します。

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

▼カテゴリ１：蚕都上田
<font color=maroon>【1】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/f22012>長野県の中でなぜ上田市が蚕都で有名なのか</a>
<font color=maroon>【2】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/coron850>上田の養蚕の歴史を掘り下げ、伝え続けるには。</a>
<font color=maroon>【3】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/harujinblue115>蚕都上田の歴史と未来</a>
<font color=maroon>【4】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/cloud15>製糸業の歴史</a>
<font color=maroon>【5】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/clmiduki27>蚕都上田の歴史</a>
<font color=maroon>【6】</font>　<a href=https://d-commons.net/uedagaku/little0181>蚕都上田</a></td><td class="date">2023-02-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54529">34</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/639/054529.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「三吉米熊」三吉米熊は1860年、年長州長府藩士三吉慎蔵の長男として長門国（現在の山口県）豊浦郡長府村に生まれた。三吉米熊は自ら西ケ原蚕病試験場に行って研修するなど、積極的に技術・知識を習得し、その後、本格的に蚕糸業の指導にあたるようになり、県下各地の伝習所・講習所で講師を務めた。また、明治２２年から２４年まで２年間にわたり、フランスなどで視察・研修を行った。当時、蚕業教育の必要性を感じていた小県郡長中島精一は蚕業学校設立を提唱していたが、明治２５年３月の小県郡会で設立案が可決され、小県郡立蚕業学校（現・長野県上田東高等学校）が明治２５年５月に開校しました。外遊から帰国したばかりの三吉は、この蚕業学校に迎えられ、初代校長に就任した。

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

大正１４年に蚕糸教育の功績によって勲三等瑞宝章が授与され</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54510">35</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/631/054510.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田蚕糸専門学校」また、明治43年には上田蚕糸専門学校（現・信州大学）が設立された。中等教育期間である小県産業高校と、高等教育機関である上田蚕糸専門学校が上田に作られたことは、上田の養蚕業・蚕糸業の繁栄ぶりが窺える。
現在の信州大学繊維学部は、日本で唯一の繊維学部である。


参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

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


参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

▼この資料は以下から参照できます
ぶ「信州大学繊維学部」
https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=11526
（2023/02/06）</a></td><td class="date">2023-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54504">36</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/631/054504.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小県蚕業学校」現・上田市付近である当時の長野県小県郡では、明治25年に小県蚕業学校(現・上田東高校)が全国に先立てて設立された。蚕業教育の充実化が図られていたため、先ほどの小説が作成された明治29年当時も、小県郡の蚕産業は盛んだったことが推測できる。


参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

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


参考サイト：みんなでつくる信州上田デジタルマップ

▼この資料は以下から参照できます。
ミッチー「小県蚕業学校(『上田市史』下巻1940)」
https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=2303
（2023/02/06閲覧）</a></td><td class="date">2023-02-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54346">37</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">38</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=54330">39</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">40</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=54317">41</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/251/054317.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蓼科高校の生徒と学んだこと」9月から行ってきた蓼科学について、1年間の振り返りを行いました。
スライドは発表用に短くなっていますが、スライドには書ききれないほどたくさんの成長を、生徒と共にすることが出来ました。

振り返りのスライドです。来年度の私がまた教育支援を行う中で振り替えられる大切な投稿にしたいと思います。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/251/thumbnails/054317.jpg" alt="蓼科高校の生徒と学んだこと" title="蓼科高校の生徒と学んだこと" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54317">蓼科高校の生徒と学んだこと</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54317">9月から行ってきた蓼科学について、1年間の振り返りを行いました。
スライドは発表用に短くなっていますが、スライドには書ききれないほどたくさんの成長を、生徒と共にすることが出来ました。

振り返りのスライドです。来年度の私がまた教育支援を行う中で振り替えられる大切な投稿にしたいと思います。</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54277">42</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=54214">43</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/487/054214.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「尺貫法からメートル法へ（1933）」　メートル法に関するプリントを、生徒の各家庭に配布したという記事である。この記事の翌年の1934年に、日本従来の尺貫法が廃止され、メートル法が取り入れられた。これまで使ってきた単位を、使わないようにしなければならないと考えると、当時の学生はとても苦労しただろう。教育において、使用する単位を変えるということはとても大変なことだ。

＃507　「西塩田時報」第114号（1933年5月1日）3頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns07_101to120.pdf"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/487/thumbnails/054214.png" alt="尺貫法からメートル法へ（1933）" title="尺貫法からメートル法へ（1933）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54214">尺貫法からメートル法へ（1933）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54214">　メートル法に関するプリントを、生徒の各家庭に配布したという記事である。この記事の翌年の1934年に、日本従来の尺貫法が廃止され、メートル法が取り入れられた。これまで使ってきた単位を、使わないようにしなければならないと考えると、当時の学生はとても苦労しただろう。教育において、使用する単位を変えるということはとても大変なことだ。

＃507　「西塩田時報」第114号（1933年5月1日）3頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/pdf/nishishioda/ns07_101to120.pdf</a></td><td class="date">2023-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54206">44</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「はじめに」私は、大正・昭和初期における教育の特色について調べていきたいと思う。西塩田時報の学校行事などについて書かれた記事を参照して、当時どのような教育が行われていたのかを解き明かしていく。また、当時、軍国主義となっていった日本だが、教育にはどのような影響が及ぼされたのかなども詳しく見ていきたい。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="はじめに" title="はじめに" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54206">はじめに</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54206">私は、大正・昭和初期における教育の特色について調べていきたいと思う。西塩田時報の学校行事などについて書かれた記事を参照して、当時どのような教育が行われていたのかを解き明かしていく。また、当時、軍国主義となっていった日本だが、教育にはどのような影響が及ぼされたのかなども詳しく見ていきたい。</a></td><td class="date">2023-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54159">45</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">46</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">47</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">48</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=54083">49</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「1年後期　前川課題発見ゼミ最終まとめ」調査テーマ「地域の特色・歴史」まとめ

上田の歴史的な出来事・人物と聞かれれば多くの人々が「真田氏」に関する事柄を思い浮かべるだろう。しかし、今回の調査を行う中で、真田氏以外にも日本の歴史・文化に多大な影響を与えたと言える人物も存在することを知った。

例えば、上田藩主を務めただけでなく、江戸幕府老中として条約の締結にも尽力した「松平忠固」、日本の児童画に大きな転換・影響を与えた「山本鼎」は良い例だろう。功績としては素晴らしい物であると断言できるものばかりだ。

特に山本の考えは当時としては（今の価値観で考えても）先進的な物だった。山本は真の意味での「自由」を求めた人物であり、今日の教育活動に一石を投じるものであると感じた。現代ですら「型にはまった教育」が基本的である中、山本は"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="1年後期　前川課題発見ゼミ最終まとめ" title="1年後期　前川課題発見ゼミ最終まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54083">1年後期　前川課題発見ゼミ最終まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54083">調査テーマ「地域の特色・歴史」まとめ

上田の歴史的な出来事・人物と聞かれれば多くの人々が「真田氏」に関する事柄を思い浮かべるだろう。しかし、今回の調査を行う中で、真田氏以外にも日本の歴史・文化に多大な影響を与えたと言える人物も存在することを知った。

例えば、上田藩主を務めただけでなく、江戸幕府老中として条約の締結にも尽力した「松平忠固」、日本の児童画に大きな転換・影響を与えた「山本鼎」は良い例だろう。功績としては素晴らしい物であると断言できるものばかりだ。

特に山本の考えは当時としては（今の価値観で考えても）先進的な物だった。山本は真の意味での「自由」を求めた人物であり、今日の教育活動に一石を投じるものであると感じた。現代ですら「型にはまった教育」が基本的である中、山本は</a></td><td class="date">2023-01-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54081">50</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「前川ゼミ活動考察」　今まで上田市の外で生活をしたことがないので、客観的な視点ではないかもしれないが、自分なりに上田市について感じたこと、考えたことをまとめる。上田市というのは上田城の城下町であったり、北国街道が通っていたこともあり、歴史がある町である。気候も安定していて、自然も多い。スキー場やキャンプ場、温泉も多く、車があれば日帰りでスキーや温泉を楽しむことができる。新幹線も通っており、東京など首都圏へのアクセスも良い。そのせいか、近頃では海野町商店街などに若者向けのバーや、都会志向の洒落た店が増えてきた印象がある。加えて県外からの移住者向けかと思われる高級マンションも増えてきた。一時的ではあるが真田氏の本拠地が上田城ということもあり、NHK大河ドラマ「真田丸」の人気によって上田が賑わっていたこ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="前川ゼミ活動考察" title="前川ゼミ活動考察" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54081">前川ゼミ活動考察</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54081">　今まで上田市の外で生活をしたことがないので、客観的な視点ではないかもしれないが、自分なりに上田市について感じたこと、考えたことをまとめる。上田市というのは上田城の城下町であったり、北国街道が通っていたこともあり、歴史がある町である。気候も安定していて、自然も多い。スキー場やキャンプ場、温泉も多く、車があれば日帰りでスキーや温泉を楽しむことができる。新幹線も通っており、東京など首都圏へのアクセスも良い。そのせいか、近頃では海野町商店街などに若者向けのバーや、都会志向の洒落た店が増えてきた印象がある。加えて県外からの移住者向けかと思われる高級マンションも増えてきた。一時的ではあるが真田氏の本拠地が上田城ということもあり、NHK大河ドラマ「真田丸」の人気によって上田が賑わっていたこ</a></td><td class="date">2023-01-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42652">51</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=42651">52</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/490/042651.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「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は、長野大学の少し上に位置している、情報化を総合的に支援する環境が整っている施設である。

●施設・概要
学生は無料で使用できる学習スペース、３Dプリンターがあり、アニメや映画などを２５０作品以上見ることができるPCが置かれていた。また子供や大人も活用できる学習空間がある。
他には教育支援や無線LAN有線LANの管理など地域にも貢献している施設である

●上田資料映像鑑賞
上田市の50年前の資料映像を見させていただいた。
そこでの貴重な映像を紹介する。

●「上田つむぎ」信越放送　1964年1月16日放送／上田紬／私たちの周辺
人手を要する養蚕は機械化をする必要はあるが、あまりにも機械化をしてしまうと伝統が欠如してしまう可能性があるとのこと。
手織りのものは個人に合わせて作"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/490/thumbnails/042651.jpg" alt="上田市マルチメディア情報センター" title="上田市マルチメディア情報センター" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42651">上田市マルチメディア情報センター</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42651">上田市マルチメディア情報センターは、長野大学の少し上に位置している、情報化を総合的に支援する環境が整っている施設である。

●施設・概要
学生は無料で使用できる学習スペース、３Dプリンターがあり、アニメや映画などを２５０作品以上見ることができるPCが置かれていた。また子供や大人も活用できる学習空間がある。
他には教育支援や無線LAN有線LANの管理など地域にも貢献している施設である

●上田資料映像鑑賞
上田市の50年前の資料映像を見させていただいた。
そこでの貴重な映像を紹介する。

●「上田つむぎ」信越放送　1964年1月16日放送／上田紬／私たちの周辺
人手を要する養蚕は機械化をする必要はあるが、あまりにも機械化をしてしまうと伝統が欠如してしまう可能性があるとのこと。
手織りのものは個人に合わせて作</a></td><td class="date">2023-01-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42380">53</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/631/042380.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「壮丁学力検査問題（『西塩田時報』第1号（1923年7月１日）1頁）」明治時代、徴兵制度に基づいて満20歳の青年全員に行われた「壮丁検査学力試験」の問題が載っていました。壮丁検査とは、徴兵検査受検義務者を壮丁と称し、教育や学力の程度を測るための調査です。
「人の本分は何か」という問いや、「我等の進むべき道」という題の作文がありました。また、書取では「議会協賛」や「心身鍛錬」などが出題されていました。問題から、戦争が身近にあり、求められているのは化学的な知識や学力ではなく、愛国心や天皇や国策に関する理解だったことが読み取れました。


この記事は以下から参照できます。
#1『西塩田時報』第1号（1923年7月１日）1頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0001.jpg"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="壮丁学力検査問題（『西塩田時報』第1号（1923年7月１日）1頁）" title="壮丁学力検査問題（『西塩田時報』第1号（1923年7月１日）1頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42380">壮丁学力検査問題（『西塩田時報』第1号（1923年7月１日）1頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42380">明治時代、徴兵制度に基づいて満20歳の青年全員に行われた「壮丁検査学力試験」の問題が載っていました。壮丁検査とは、徴兵検査受検義務者を壮丁と称し、教育や学力の程度を測るための調査です。
「人の本分は何か」という問いや、「我等の進むべき道」という題の作文がありました。また、書取では「議会協賛」や「心身鍛錬」などが出題されていました。問題から、戦争が身近にあり、求められているのは化学的な知識や学力ではなく、愛国心や天皇や国策に関する理解だったことが読み取れました。


この記事は以下から参照できます。
#1『西塩田時報』第1号（1923年7月１日）1頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0001.jpg</a></td><td class="date">2022-12-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=18943">54</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「探求テーマ２」真田の知名度で得られるものは主に観光客、それにかかわる観光収入だけである。我々市民としては、真田が脚光を浴びることは嬉しいが、大河ドラマによる観光客を招くために市民プールがなくなったり、雨漏りがする市営体育館が放置されていたりするのは表面的なアピールということを重視して、市民の暮らしが軽視されていると感じる。(優先順位がおかしい)
これからは、“真田”や、イベントなどによる一時的な観光客ではなく、上田市がこれまでおろそかにしていた医療、教育、福祉などをさせていくことで移住者や定住者を増やしていき、上田の活性化を図る。(首都圏から来やすい、晴天率が高い、自然が豊か等のその土地自体が持つ良さが最大限に生かせるのではないか)"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="探求テーマ２" title="探求テーマ２" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=18943">探求テーマ２</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=18943">真田の知名度で得られるものは主に観光客、それにかかわる観光収入だけである。我々市民としては、真田が脚光を浴びることは嬉しいが、大河ドラマによる観光客を招くために市民プールがなくなったり、雨漏りがする市営体育館が放置されていたりするのは表面的なアピールということを重視して、市民の暮らしが軽視されていると感じる。(優先順位がおかしい)
これからは、“真田”や、イベントなどによる一時的な観光客ではなく、上田市がこれまでおろそかにしていた医療、教育、福祉などをさせていくことで移住者や定住者を増やしていき、上田の活性化を図る。(首都圏から来やすい、晴天率が高い、自然が豊か等のその土地自体が持つ良さが最大限に生かせるのではないか)</a></td><td class="date">2022-12-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=18942">55</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「課題発見ゼミ　12月15日　まとめ」12月15日分　調査まとめ　　
開国後の日本による生糸輸出と上田の関わりについて
上田藩主・松平忠固と生糸輸出
鎖国を解き、開国を果たした日本が世界に進出する際に大きな武器となった生糸の輸出。それに多大な貢献をした人物が松平忠固である。六代目上田藩主、幕府の老中も務めた松平忠固は、日本開国のきっかけとなった日米和親条約の締結に関わりがあった。この開国をきっかけとして、忠固は上田藩の特産品を諸外国に売ることで利益を上げようとしていた。
その中で注目されたのが上田の「生糸」である。雨が少なく乾燥した地域である上田は江戸時代ごろから蚕種業が始まっており、のちに蚕種業の発展に大きな貢献をした「藤本善右衛門」の家系が先駆けだと言われている。忠固は生糸の輸出を行うことを決め、生糸輸出による利益"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="課題発見ゼミ　12月15日　まとめ" title="課題発見ゼミ　12月15日　まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=18942">課題発見ゼミ　12月15日　まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=18942">12月15日分　調査まとめ　　
開国後の日本による生糸輸出と上田の関わりについて
上田藩主・松平忠固と生糸輸出
鎖国を解き、開国を果たした日本が世界に進出する際に大きな武器となった生糸の輸出。それに多大な貢献をした人物が松平忠固である。六代目上田藩主、幕府の老中も務めた松平忠固は、日本開国のきっかけとなった日米和親条約の締結に関わりがあった。この開国をきっかけとして、忠固は上田藩の特産品を諸外国に売ることで利益を上げようとしていた。
その中で注目されたのが上田の「生糸」である。雨が少なく乾燥した地域である上田は江戸時代ごろから蚕種業が始まっており、のちに蚕種業の発展に大きな貢献をした「藤本善右衛門」の家系が先駆けだと言われている。忠固は生糸の輸出を行うことを決め、生糸輸出による利益</a></td><td class="date">2022-12-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=18919">56</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/018919.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「地域資料デジタル化の課題と解決に向けた方策(2022)」研究発表
地域資料デジタル化の課題と解決に向けた方策
「デジタルアーキビスト養成講座」の紹介を兼ねて
(2022/11/23 日本教育情報学会第19回デジタルアーカイブ研究会)
　前川道博（長野大学企業情報学部）

【研究の概要】
デジタルアーカイブの大きな課題の一つは地域資料のデジタル化が極度に立ち遅れていることである。DXが進む現代においては資料のデジタル化により誰もが地域の情報源に直に触れ、主体的に地域を学び・理解に踏み出すことのできる社会の実現が望まれる。本研究では、地域資料のデジタル化を提起すると共に、地域資料のデジタル化が担えるデジタルアーキビストの養成を地域人材のリスキル／リカレント教育の観点から具体的にどのように養成講座としてモデル化できるか、諸課題の解決が図れるかを課題提起する。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/018919.jpg" alt="地域資料デジタル化の課題と解決に向けた方策(2022)" title="地域資料デジタル化の課題と解決に向けた方策(2022)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=18919">地域資料デジタル化の課題と解決に向けた方策(2022)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=18919">研究発表
地域資料デジタル化の課題と解決に向けた方策
「デジタルアーキビスト養成講座」の紹介を兼ねて
(2022/11/23 日本教育情報学会第19回デジタルアーカイブ研究会)
　前川道博（長野大学企業情報学部）

【研究の概要】
デジタルアーカイブの大きな課題の一つは地域資料のデジタル化が極度に立ち遅れていることである。DXが進む現代においては資料のデジタル化により誰もが地域の情報源に直に触れ、主体的に地域を学び・理解に踏み出すことのできる社会の実現が望まれる。本研究では、地域資料のデジタル化を提起すると共に、地域資料のデジタル化が担えるデジタルアーキビストの養成を地域人材のリスキル／リカレント教育の観点から具体的にどのように養成講座としてモデル化できるか、諸課題の解決が図れるかを課題提起する。</a></td><td class="date">2022-12-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=18918">57</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/018918.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「地域学習に活かす校内資料のデジタル化(2022)」研究発表「地域学習に活かす校内資料のデジタル化：デジタルコモンズによる DX 時代の地域学習環境づくり」
(2022/11/12 デジタルアーカイブ学会第7回研究大会)

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

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

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

以上の課題を解決するため、これからの学校教育に求められる児童生徒の主体的で探求的な学びを包摂的に支援できる分散型デジタルコモンズサービスd-commons.netを用いた「d-commonsメソッド」により、校内資料のデジタルアーカイブ構築に取り</a></td><td class="date">2022-12-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11760">58</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/454/011760.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「移動図書館」先日、体育館にバスケットボールをしに行った時のこと。体育館の駐車場に写真のようなバスが。「移動図書館やまびこ」
調べてみると上田市内に2台走っているらしい。実際の図書館のように本を借りたり返したりすることができる。

交通的なハンデのある子供たちに対して行なっている。と、市のホームページに書いてあった。このような取り組みは教育的格差をなくすため非常に良いと思う。

本を読みたくても読めない子供たちにしっかりと届いていることを願う。

私はよく、母に図書館に連れて行ってもらっていた。
そのおかげで中学、高校、大学と本を読むことが習慣化している。読書は生きていく上で必須ではないが間違いなく良い影響を与えるものだと個人的には思う。
このような取り組みいろんな人に知ってもらえるといいな。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/454/thumbnails/011760.jpg" alt="移動図書館" title="移動図書館" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11760">移動図書館</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11760">先日、体育館にバスケットボールをしに行った時のこと。体育館の駐車場に写真のようなバスが。「移動図書館やまびこ」
調べてみると上田市内に2台走っているらしい。実際の図書館のように本を借りたり返したりすることができる。

交通的なハンデのある子供たちに対して行なっている。と、市のホームページに書いてあった。このような取り組みは教育的格差をなくすため非常に良いと思う。

本を読みたくても読めない子供たちにしっかりと届いていることを願う。

私はよく、母に図書館に連れて行ってもらっていた。
そのおかげで中学、高校、大学と本を読むことが習慣化している。読書は生きていく上で必須ではないが間違いなく良い影響を与えるものだと個人的には思う。
このような取り組みいろんな人に知ってもらえるといいな。</a></td><td class="date">2022-12-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11756">59</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「女子家庭科教育者　宮原小治郎氏との関係」鈴木志津衛で検索するとヒットするこの文献
宮原小治郎さんに縁のある人物として紹介されています。
台湾から鈴木江南の著作物を持ち帰ってくださった方が
実は鈴木志津衛の次女である愛子さんのお孫さんです。
つまり彼女と私ははとこ同志。
関東在住で、台湾通。志津衛の長女はるさんとその息子さんたち(長男は、望月在住の教師でエスぺランティスとの故山本辰太郎さん）と交流があったようです。
宮原さんも家庭科教育に関する出版のお仕事をされていたそうです。
彼女とは、旅先の台湾で一度会うことができました。
とても不思議で素敵なご縁です。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="女子家庭科教育者　宮原小治郎氏との関係" title="女子家庭科教育者　宮原小治郎氏との関係" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11756">女子家庭科教育者　宮原小治郎氏との関係</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11756">鈴木志津衛で検索するとヒットするこの文献
宮原小治郎さんに縁のある人物として紹介されています。
台湾から鈴木江南の著作物を持ち帰ってくださった方が
実は鈴木志津衛の次女である愛子さんのお孫さんです。
つまり彼女と私ははとこ同志。
関東在住で、台湾通。志津衛の長女はるさんとその息子さんたち(長男は、望月在住の教師でエスぺランティスとの故山本辰太郎さん）と交流があったようです。
宮原さんも家庭科教育に関する出版のお仕事をされていたそうです。
彼女とは、旅先の台湾で一度会うことができました。
とても不思議で素敵なご縁です。</a></td><td class="date">2022-12-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11694">60</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/484/011694.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「市内にある「桑の葉」」上田市内は気候などの条件が良く、果実が多く最愛されています。もちろん桑も非常に多く栽培され、特に塩尻地方には桑園が多くありました。現在の上田市に桑園はほとんどありませんが、もともと桑園だった土地にある上田西高校は、制服に桑の葉のマークを取り入れています。
（画像は上田西高校のHP「上田西高の教育」より抜粋）"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/484/thumbnails/011694.png" alt="市内にある「桑の葉」" title="市内にある「桑の葉」" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11694">市内にある「桑の葉」</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11694">上田市内は気候などの条件が良く、果実が多く最愛されています。もちろん桑も非常に多く栽培され、特に塩尻地方には桑園が多くありました。現在の上田市に桑園はほとんどありませんが、もともと桑園だった土地にある上田西高校は、制服に桑の葉のマークを取り入れています。
（画像は上田西高校のHP「上田西高の教育」より抜粋）</a></td><td class="date">2022-12-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11623">61</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/593/011623.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田丸子修学館高校」教育目標を知性を磨き、創造的思考を逞しくし、情操をやしない進取態度を養う人間形成に主眼をおき、有為な人材の育成を期するとしている。２年次以降は自分で時間割を決めることできるところが特色である"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田丸子修学館高校" title="上田丸子修学館高校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11623">上田丸子修学館高校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11623">教育目標を知性を磨き、創造的思考を逞しくし、情操をやしない進取態度を養う人間形成に主眼をおき、有為な人材の育成を期するとしている。２年次以降は自分で時間割を決めることできるところが特色である</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11619">62</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/593/011619.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田染谷高校」上田染谷高校は普通科と国際化で教育目標が違う。普通科は「向学の気風あふれる活気に満ちた学校づくりを通して、学力・情操・身体の調和ある発達を図り、将来の地域社会を担い、国際社会の平和と発展に寄与できる人間を育成する。」に対し、国際化は「自国の言語・歴史・文化への理解を深め、国際交流などの活動を通じ、社会の様々な事象に対する探究的な学びの姿勢を育み、豊かな国際感覚を持ち将来にわたり地域社会及び国際社会に貢献できる人材を育成する、語学力を高めるとともに、国際社会の諸問題に対応する思考力、情報を的確に発信するためのプレゼンテーション能力、実践的なコミュニケーション能力を養い、新たな社会を創造する力を育む。」とだいぶ違っている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田染谷高校" title="上田染谷高校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11619">上田染谷高校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11619">上田染谷高校は普通科と国際化で教育目標が違う。普通科は「向学の気風あふれる活気に満ちた学校づくりを通して、学力・情操・身体の調和ある発達を図り、将来の地域社会を担い、国際社会の平和と発展に寄与できる人間を育成する。」に対し、国際化は「自国の言語・歴史・文化への理解を深め、国際交流などの活動を通じ、社会の様々な事象に対する探究的な学びの姿勢を育み、豊かな国際感覚を持ち将来にわたり地域社会及び国際社会に貢献できる人材を育成する、語学力を高めるとともに、国際社会の諸問題に対応する思考力、情報を的確に発信するためのプレゼンテーション能力、実践的なコミュニケーション能力を養い、新たな社会を創造する力を育む。」とだいぶ違っている。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11617">63</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/593/011617.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田東高校」教育目標を自由な精神と責任・規律を重んじる態度を養い、自主性・創造性・協調性に富んだ個性豊かな人格の形成を目指す、憲法にもとづいた平和で民主的な社会をにない、国際社会に生きていくために必要な知識と判断力を養う、社会のさまざまな変化に柔軟に対応し、課題を積極的に解決していく力を養う、としている。上田西高校は私立であるが上田東高校は公立高校である。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田東高校" title="上田東高校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11617">上田東高校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11617">教育目標を自由な精神と責任・規律を重んじる態度を養い、自主性・創造性・協調性に富んだ個性豊かな人格の形成を目指す、憲法にもとづいた平和で民主的な社会をにない、国際社会に生きていくために必要な知識と判断力を養う、社会のさまざまな変化に柔軟に対応し、課題を積極的に解決していく力を養う、としている。上田西高校は私立であるが上田東高校は公立高校である。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11614">64</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/593/011614.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田千曲高校」質実剛健を教育目標とし、工業科・商業科・家政科と３つの大学科を擁する上小唯一の総合的な専門高校。社会人して、円満の人格、品位ある個人の完成を期としている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田千曲高校" title="上田千曲高校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11614">上田千曲高校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11614">質実剛健を教育目標とし、工業科・商業科・家政科と３つの大学科を擁する上小唯一の総合的な専門高校。社会人して、円満の人格、品位ある個人の完成を期としている。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11608">65</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/593/011608.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田高校」教育目標として試百難があり、困難から逃げない、周到な準備をする、最後まで粘り抜くを目標にしている。また、古城の門は歴史を感じさせる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田高校" title="上田高校" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11608">上田高校</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11608">教育目標として試百難があり、困難から逃げない、周到な準備をする、最後まで粘り抜くを目標にしている。また、古城の門は歴史を感じさせる。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11588">66</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「桑折における養蚕業①」福島県の北側に位置する桑折町は現在毎年皇室に桃を献上することから献上桃の郷として知られていますが、実は古くから養蚕との関係が深い地域とされています。

養蚕には、蚕を育てて繭を出荷する養蚕業と蚕種の売買の二つがありますが、桑折町では江戸時代からそのどちらの生産も盛んでした。そのため、桑折町を含む伊達地方の蚕種（蚕の卵）は「奥州本場蚕種」として全国に販売され、輸出もされていました。その後、明治からの昭和初期にかけては製糸業が発展しました。昭和８年には郡是製糸工場が桑折町に建てられ、約500人の女性従業員を雇用すると共に工場内に「家政女学院」が設立されたことにより、女性に教育と労働の機会が与えられたといいます。昭和２２年には昭和天皇も視察として訪れ、記念として「蚕祖神」の記念碑の建設"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="桑折における養蚕業①" title="桑折における養蚕業①" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11588">桑折における養蚕業①</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11588">福島県の北側に位置する桑折町は現在毎年皇室に桃を献上することから献上桃の郷として知られていますが、実は古くから養蚕との関係が深い地域とされています。

養蚕には、蚕を育てて繭を出荷する養蚕業と蚕種の売買の二つがありますが、桑折町では江戸時代からそのどちらの生産も盛んでした。そのため、桑折町を含む伊達地方の蚕種（蚕の卵）は「奥州本場蚕種」として全国に販売され、輸出もされていました。その後、明治からの昭和初期にかけては製糸業が発展しました。昭和８年には郡是製糸工場が桑折町に建てられ、約500人の女性従業員を雇用すると共に工場内に「家政女学院」が設立されたことにより、女性に教育と労働の機会が与えられたといいます。昭和２２年には昭和天皇も視察として訪れ、記念として「蚕祖神」の記念碑の建設</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11575">67</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/516/011575.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「繊維学の転換」上田市に立地する信州大学繊維学部、源流を辿ると1910年の上田蚕糸専門学校から始まる。当初は蚕糸や紡績業に関しての研究、教育を目的としていた。現在では繊維を広義に捉えて、炭素繊維やファイバー工学の研究へと転換している。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="繊維学の転換" title="繊維学の転換" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11575">繊維学の転換</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11575">上田市に立地する信州大学繊維学部、源流を辿ると1910年の上田蚕糸専門学校から始まる。当初は蚕糸や紡績業に関しての研究、教育を目的としていた。現在では繊維を広義に捉えて、炭素繊維やファイバー工学の研究へと転換している。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11551">68</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/251/011551.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「こんなストーブ見たことない」ゼミでお世話になっている高校に行った際、部屋の隅っこにとあるストーブがありました。長野県の公立高校ではメジャーに使われているストーブだそうです。
だるまストーブと呼ぶ？場合もあるそうです。

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

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

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

小学生との交流会を目前にして、様々な問題が出てきたが、古くからの歴史ある学びに携わらせてもらえていることを喜びに感じながら、最後まで頑張っていこうと思った。</a></td><td class="date">2022-11-30</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11526">69</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/550/011526.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州大学繊維学部」信州大学は明治43年1910年設立の旧制上田蚕糸専門学校を前身とする日本唯一の繊維学部である。この上田蚕糸専門学校は蚕糸に関する最初の高等教育機関であり、長野県下初の官立学校として設立された。
この繊維学部は信州大学設置の昭和24年1949年と同時に設置された。その後も多様な学科が設置され、全国からたくさんの学生が集まる大学である。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="信州大学繊維学部" title="信州大学繊維学部" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11526">信州大学繊維学部</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11526">信州大学は明治43年1910年設立の旧制上田蚕糸専門学校を前身とする日本唯一の繊維学部である。この上田蚕糸専門学校は蚕糸に関する最初の高等教育機関であり、長野県下初の官立学校として設立された。
この繊維学部は信州大学設置の昭和24年1949年と同時に設置された。その後も多様な学科が設置され、全国からたくさんの学生が集まる大学である。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11510">70</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/454/011510.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ストーブ」2022.11.29

蓼科高校に教育支援へ。
長野の学校は冬になるとストーブが設置されるらしい。今ではエアコンの設置も増えてきたみたいだが、蓼科高校では写真のようなストーブが。
雪国だなぁ、という感じがする。

上には桶に水が張ってありなんだろう？と思い聞いてみると加湿器の役割を果たしているらしい。ストーブの熱が桶に伝わり水が蒸発していた。

去年、徳島県の祖谷のかずら橋に行った時ストーブの上にやかんが置いてあったのを思い出す。お店のおばちゃんがそこからコップに麦茶を注ぎ出してくれた。麦茶の温度はちょうどよかったのを覚えている。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/454/thumbnails/011510.jpg" alt="ストーブ" title="ストーブ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11510">ストーブ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11510">2022.11.29

蓼科高校に教育支援へ。
長野の学校は冬になるとストーブが設置されるらしい。今ではエアコンの設置も増えてきたみたいだが、蓼科高校では写真のようなストーブが。
雪国だなぁ、という感じがする。

上には桶に水が張ってありなんだろう？と思い聞いてみると加湿器の役割を果たしているらしい。ストーブの熱が桶に伝わり水が蒸発していた。

去年、徳島県の祖谷のかずら橋に行った時ストーブの上にやかんが置いてあったのを思い出す。お店のおばちゃんがそこからコップに麦茶を注ぎ出してくれた。麦茶の温度はちょうどよかったのを覚えている。</a></td><td class="date">2022-11-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11485">71</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田の蚕業について②」上田の蚕業について記した記録には、工女の労働待遇について以下のような記述があります。

糸引きは手の器用さが求められることから繰糸の仕事は主に女性が行い、製糸工場で働く人の9割以上は女性で、男性は1割にも満たなかったそうです。製糸工場が盛んになるにつれ労働力を確保するため各工場が工女募集に力を入れるようになり、金銭面の事情から、前貸し金を用意できる大きい工場が有利でした。工女の８割ほどは16～26歳の義務教育終了から結婚前の人たちだったため、勤続年数によって、針箱・鏡台・ちりめん羽織などが出され、長期勤続者になると結婚するときの嫁入り道具が揃うほどでした。工場では休日を利用して、花見や温泉へ連れて行ったり、工場が落語・浪花節・義太夫などを聞かせる慰安会をすることもありました。楽しいひ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の蚕業について②" title="上田の蚕業について②" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11485">上田の蚕業について②</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11485">上田の蚕業について記した記録には、工女の労働待遇について以下のような記述があります。

糸引きは手の器用さが求められることから繰糸の仕事は主に女性が行い、製糸工場で働く人の9割以上は女性で、男性は1割にも満たなかったそうです。製糸工場が盛んになるにつれ労働力を確保するため各工場が工女募集に力を入れるようになり、金銭面の事情から、前貸し金を用意できる大きい工場が有利でした。工女の８割ほどは16～26歳の義務教育終了から結婚前の人たちだったため、勤続年数によって、針箱・鏡台・ちりめん羽織などが出され、長期勤続者になると結婚するときの嫁入り道具が揃うほどでした。工場では休日を利用して、花見や温泉へ連れて行ったり、工場が落語・浪花節・義太夫などを聞かせる慰安会をすることもありました。楽しいひ</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11352">72</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/476/011352.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「蓼科高校訪問」蓼科高校の教育支援に参加しました。
高校生への学習支援をするのは初めてで緊張しましたが、
自身も楽しみながら参加することが出来ました。
今後のゼミにつなげていこうと思います。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/476/thumbnails/011352.jpg" alt="蓼科高校訪問" title="蓼科高校訪問" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11352">蓼科高校訪問</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11352">蓼科高校の教育支援に参加しました。
高校生への学習支援をするのは初めてで緊張しましたが、
自身も楽しみながら参加することが出来ました。
今後のゼミにつなげていこうと思います。</a></td><td class="date">2022-11-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11252">73</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/616/011252.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「藤本蚕業歴史館で学ぶデジタルアーキビスト養成リスキル/リカレント講座」藤本蚕業プロジェクト　＋
デジタルアーカイブ学会地域アーカイブ部会シリーズ研究会
「藤本蚕業歴史館で学ぶデジタルアーキビスト養成リスキル/リカレント講座」

地域資源のデジタルアーカイブ化とその活用を図ることができる人材育成が本講座のねらいです。リタイアされた方々にとってはリカレント（学び直し）な学習、教員・文化施設職員などにとってはリスキル（スキル・知識の新たな獲得）の学習機会となります。藤本蚕業歴史館（長野県上田市）をフィールドにオンライン形式で開催します。

▼講座概要
<font size=+2><b><a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=54625>実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座</a></b></font>
【日程】2022～23年
　12/10(土)10:00～16:00 <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=11761>藤本蚕業歴史館に学ぶ地域アーカイ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="藤本蚕業歴史館で学ぶデジタルアーキビスト養成リスキル/リカレント講座" title="藤本蚕業歴史館で学ぶデジタルアーキビスト養成リスキル/リカレント講座" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11252">藤本蚕業歴史館で学ぶデジタルアーキビスト養成リスキル/リカレント講座</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11252">藤本蚕業プロジェクト　＋
デジタルアーカイブ学会地域アーカイブ部会シリーズ研究会
「藤本蚕業歴史館で学ぶデジタルアーキビスト養成リスキル/リカレント講座」

地域資源のデジタルアーカイブ化とその活用を図ることができる人材育成が本講座のねらいです。リタイアされた方々にとってはリカレント（学び直し）な学習、教員・文化施設職員などにとってはリスキル（スキル・知識の新たな獲得）の学習機会となります。藤本蚕業歴史館（長野県上田市）をフィールドにオンライン形式で開催します。

▼講座概要
<font size=+2><b><a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=&p=54625>実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座</a></b></font>
【日程】2022～23年
　12/10(土)10:00～16:00 <a href=https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=11761>藤本蚕業歴史館に学ぶ地域アーカイ</a></td><td class="date">2022-11-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11249">74</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/616/011249.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)[終了]」令和４年度長野県地域発元気づくり支援金事業「藤本蚕業資源活用事業」
佐藤家住宅・旧佐藤宗家/藤本蚕業歴史館見学会

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

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

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

【見学内容】佐藤家住宅(三ツ引)(2021年国登録有形文化財登録)、旧佐藤宗家(蚕室２
棟と邸宅跡)、藤本蚕業歴史館(旧藤本蚕業社屋)を見学。藤本蚕業歴史館展示室を事前開放。
【日時】2022 年 10 月 29 日(土) 14:00～16:00 雨天決行 （歴史館の事前見学 13:00～）
【場所】藤本蚕業歴史館に集合（長野県上田市上塩尻 248）駐車場あり
【主催】藤本蚕業プロジェ</a></td><td class="date">2022-11-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10345">75</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/010345.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)」令和４年度長野県地域発元気づくり支援金事業「藤本蚕業資源活用事業」
佐藤家住宅・旧佐藤宗家/藤本蚕業歴史館見学会

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

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

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

【見学内容】佐藤家住宅(三ツ引)(2021年国登録有形文化財登録)、旧佐藤宗家(蚕室２
棟と邸宅跡)、藤本蚕業歴史館(旧藤本蚕業社屋)を見学。藤本蚕業歴史館展示室を事前開放。
【日時】2022 年 10 月 29 日(土) 14:00～16:00 雨天決行 （歴史館の事前見学 13:00～）
【場所】藤本蚕業歴史館に集合（長野県上田市上塩尻 248）駐車場あり
【主催】藤本蚕業プロジェ</a></td><td class="date">2022-10-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=10114">76</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/378/010114.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「【2022/11/3開催】「民間で始まる蚕糸業ものがたり」開催のお知らせ」　小諸市で蚕糸業について学ぶ「民間で始まる蚕糸業ものがたり」を開催します。

[第5弾移動企画シリーズ　民間で始まる蚕糸業ものがたり　【紺屋町ものがたり】　共催　紺屋町区公民館]
令和4年度小諸市市民活動促進事業　補助金活用事業
主催:特定非営利法人　糸のまち・こもろプロジェクト
後援:小諸市教育委員会/株式会社コミュニティテレビこもろ

[開催内容]
2022年11月3日(木曜日.祝日.文化の日)
13:00　受付開始
13:10-13:25　プロローグ コピーヌクラブ(バイオリンとピアノによる演奏)
13:30-15:00　講演会「蚕糸業とシルク利用の展望」講師:塚田　益裕氏(元　信州大学繊維学部　特任教授)
15:00-16:00　見学会　紺屋町歴史同好会のご案内　
蚕種蔵跡(大正6年3月設立)
平成30年度【小諸ふるさと遺産】山屋物産株式会社・勝俣浩司氏所有

[会場]
"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/378/thumbnails/010114.jpg" alt="【2022/11/3開催】「民間で始まる蚕糸業ものがたり」開催のお知らせ" title="【2022/11/3開催】「民間で始まる蚕糸業ものがたり」開催のお知らせ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=10114">【2022/11/3開催】「民間で始まる蚕糸業ものがたり」開催のお知らせ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=10114">　小諸市で蚕糸業について学ぶ「民間で始まる蚕糸業ものがたり」を開催します。

[第5弾移動企画シリーズ　民間で始まる蚕糸業ものがたり　【紺屋町ものがたり】　共催　紺屋町区公民館]
令和4年度小諸市市民活動促進事業　補助金活用事業
主催:特定非営利法人　糸のまち・こもろプロジェクト
後援:小諸市教育委員会/株式会社コミュニティテレビこもろ

[開催内容]
2022年11月3日(木曜日.祝日.文化の日)
13:00　受付開始
13:10-13:25　プロローグ コピーヌクラブ(バイオリンとピアノによる演奏)
13:30-15:00　講演会「蚕糸業とシルク利用の展望」講師:塚田　益裕氏(元　信州大学繊維学部　特任教授)
15:00-16:00　見学会　紺屋町歴史同好会のご案内　
蚕種蔵跡(大正6年3月設立)
平成30年度【小諸ふるさと遺産】山屋物産株式会社・勝俣浩司氏所有

[会場]
</a></td><td class="date">2022-10-17</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9601">77</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/009601.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「分散型デジタルコモンズサービスd-commons.netによる包摂的地域学習支援(2022)」▲発表資料(PDF)
分散型デジタルコモンズサービスd-commons.netによる包摂的地域学習支援
(2022/08/21 日本教育情報学会 第38回年会)
　前川道博（長野大学企業情報学部）

▼研究の概要
分散型地域デジタルコモンズ(DX環境)の実現を支援する目的で開発を進めてきた分散型クラウドサービスd-commons.netを地域資料のデジタルアーカイブ化、地域学習支援の実運用に供している。本発表ではこれらの支援の実践を踏まえ、これからの知識循環型社会のプラットフォームとなるデジタルコモンズのモデル化を図る。加えて、地域資料のデジタルアーカイブ化、学校教育・社会教育等に具体的にどのように同サービスを適用していけばよいかを提案する。

▼参考サイト
★<a href=https://d-commons.net/edu/>eduスクウェア</a>
　d-commons.netをお試しになりたい方は新規ユーザー登"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/009601.jpg" alt="分散型デジタルコモンズサービスd-commons.netによる包摂的地域学習支援(2022)" title="分散型デジタルコモンズサービスd-commons.netによる包摂的地域学習支援(2022)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9601">分散型デジタルコモンズサービスd-commons.netによる包摂的地域学習支援(2022)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9601">▲発表資料(PDF)
分散型デジタルコモンズサービスd-commons.netによる包摂的地域学習支援
(2022/08/21 日本教育情報学会 第38回年会)
　前川道博（長野大学企業情報学部）

▼研究の概要
分散型地域デジタルコモンズ(DX環境)の実現を支援する目的で開発を進めてきた分散型クラウドサービスd-commons.netを地域資料のデジタルアーカイブ化、地域学習支援の実運用に供している。本発表ではこれらの支援の実践を踏まえ、これからの知識循環型社会のプラットフォームとなるデジタルコモンズのモデル化を図る。加えて、地域資料のデジタルアーカイブ化、学校教育・社会教育等に具体的にどのように同サービスを適用していけばよいかを提案する。

▼参考サイト
★<a href=https://d-commons.net/edu/>eduスクウェア</a>
　d-commons.netをお試しになりたい方は新規ユーザー登</a></td><td class="date">2022-08-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9578">78</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「学校教育における教材のデジタル化について」コロナ禍をきっかけとして、近年学校教育の場では急速に教材のデジタル化が進んできた。調査の結果、私立の高等学校では特にそれが顕著であるとわかった。
今回の調査では近年の傾向や、独自に作成したアンケート調査の結果をもとに、将来の学校教育におけるデジタル化がどのように推移していくか予想し、デジタル化のメリット・デメリット等を明らかにした上で、デメリットを乗り越えるにはどうすればよいかなどを考察した。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="学校教育における教材のデジタル化について" title="学校教育における教材のデジタル化について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9578">学校教育における教材のデジタル化について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9578">コロナ禍をきっかけとして、近年学校教育の場では急速に教材のデジタル化が進んできた。調査の結果、私立の高等学校では特にそれが顕著であるとわかった。
今回の調査では近年の傾向や、独自に作成したアンケート調査の結果をもとに、将来の学校教育におけるデジタル化がどのように推移していくか予想し、デジタル化のメリット・デメリット等を明らかにした上で、デメリットを乗り越えるにはどうすればよいかなどを考察した。</a></td><td class="date">2022-08-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9570">79</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「現代に繋がる主導的産業の偏移について」　幕末の開港によって長野県は地域経済を世界につなげることになった。そこで長野県を国外まで広げる一翼を担ったのは生糸でした。
　長野県は外国との交流が始まると、器械製糸を取り入れ、養蚕や蚕種業の技術開発や改良に力を入れました。それで、蚕糸王国と呼ばれることになったわけです。長野県の近代のあゆみは養蚕や製糸業の盛衰に左右され長野県の命綱は、蚕糸業であったと断言して過言ではありません。
長野県の製糸業は県外や外国にまで進出し、日本の製糸の中心となります。なので、長野県内のいたるところの農家では養蚕が営まれました。
　蚕糸業は大正時代から昭和初年にかけて全盛期を迎えますが、1929年（昭和4）からの世界大恐慌の影響をうけ、製糸業を営む会社の倒産が相次ぎ、繭価の価値の大暴落のため生活を養蚕に"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="現代に繋がる主導的産業の偏移について" title="現代に繋がる主導的産業の偏移について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9570">現代に繋がる主導的産業の偏移について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9570">　幕末の開港によって長野県は地域経済を世界につなげることになった。そこで長野県を国外まで広げる一翼を担ったのは生糸でした。
　長野県は外国との交流が始まると、器械製糸を取り入れ、養蚕や蚕種業の技術開発や改良に力を入れました。それで、蚕糸王国と呼ばれることになったわけです。長野県の近代のあゆみは養蚕や製糸業の盛衰に左右され長野県の命綱は、蚕糸業であったと断言して過言ではありません。
長野県の製糸業は県外や外国にまで進出し、日本の製糸の中心となります。なので、長野県内のいたるところの農家では養蚕が営まれました。
　蚕糸業は大正時代から昭和初年にかけて全盛期を迎えますが、1929年（昭和4）からの世界大恐慌の影響をうけ、製糸業を営む会社の倒産が相次ぎ、繭価の価値の大暴落のため生活を養蚕に</a></td><td class="date">2022-08-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9548">80</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長野県の蚕の歴史」今回、私は、上田市と岡谷市の養蚕と製糸産業の歴史について調査をした。このテーマにしようと考えた理由は、上田市と岡谷市で蚕にまつわる歴史があったからだ。私の地元の岡谷市は、かつて製糸産業が盛んだった。そして、上田市は、「蚕都」と呼ばれるように、養蚕の地であった背景がある。養蚕と製糸という、蚕によって結びつけられたテーマを元に、今回は、調査結果を述べていく。
はじめに、上田市の養蚕についてだ。蚕種製造・養蚕は、寛文の時代 (1661~1673) に始まった。蚕の飼育をする上で、気候が適していたため、春に育成していたようだ。一方、岡谷市の製糸は、幕末から明治にかけて盛んになっていった。「近代国家」への転換のための、外貨の獲得に、岡谷市の製糸産業は大きな貢献をしたようだ。
上田市で、養蚕が盛んになっ"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="長野県の蚕の歴史" title="長野県の蚕の歴史" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9548">長野県の蚕の歴史</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9548">今回、私は、上田市と岡谷市の養蚕と製糸産業の歴史について調査をした。このテーマにしようと考えた理由は、上田市と岡谷市で蚕にまつわる歴史があったからだ。私の地元の岡谷市は、かつて製糸産業が盛んだった。そして、上田市は、「蚕都」と呼ばれるように、養蚕の地であった背景がある。養蚕と製糸という、蚕によって結びつけられたテーマを元に、今回は、調査結果を述べていく。
はじめに、上田市の養蚕についてだ。蚕種製造・養蚕は、寛文の時代 (1661~1673) に始まった。蚕の飼育をする上で、気候が適していたため、春に育成していたようだ。一方、岡谷市の製糸は、幕末から明治にかけて盛んになっていった。「近代国家」への転換のための、外貨の獲得に、岡谷市の製糸産業は大きな貢献をしたようだ。
上田市で、養蚕が盛んになっ</a></td><td class="date">2022-08-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9086">81</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「地域の知の編集を支援するAIIの概念(2015)」【PDF左】研究発表説明資料　【PDF右】研究発表予稿

前川道博／地域の知の編集を支援するAIIの概念～知識基盤プラットフォーム創出とオープンデータ促進に向けて～
日本教育情報学会・第31回年会　2015年8月29日

<b>▼研究の概要</b>
デジタルアーカイブの全般的な課題はその活用を促しにくい点にある。本研究では、地域の知を内包するデジタルアーカイブから知識・事象を関連付けたり、相互参照することを促進する機能「AII(Augmented Intelligent Interaction＝知識の接触への限りなき増大)」の概念を提出する。これにより、誰もが知のアーカイブ化、知の編集を行いながら、集合的かつ分散的にAIIが実現される地域知識基盤プラットフォームの構築が可能であることを予見する。合わせてこれらが資料等のオープンデータ化によって促進できることを示す。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_pdf.gif" alt="地域の知の編集を支援するAIIの概念(2015)" title="地域の知の編集を支援するAIIの概念(2015)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9086">地域の知の編集を支援するAIIの概念(2015)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9086">【PDF左】研究発表説明資料　【PDF右】研究発表予稿

前川道博／地域の知の編集を支援するAIIの概念～知識基盤プラットフォーム創出とオープンデータ促進に向けて～
日本教育情報学会・第31回年会　2015年8月29日

<b>▼研究の概要</b>
デジタルアーカイブの全般的な課題はその活用を促しにくい点にある。本研究では、地域の知を内包するデジタルアーカイブから知識・事象を関連付けたり、相互参照することを促進する機能「AII(Augmented Intelligent Interaction＝知識の接触への限りなき増大)」の概念を提出する。これにより、誰もが知のアーカイブ化、知の編集を行いながら、集合的かつ分散的にAIIが実現される地域知識基盤プラットフォームの構築が可能であることを予見する。合わせてこれらが資料等のオープンデータ化によって促進できることを示す。</a></td><td class="date">2022-06-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8889">82</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/008889.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「『埋もれた歴史』自費出版の労作」今から３年ぐらい前になるのかな？
ふだんは翻訳のお仕事をされている東郷えりかさんが歴史の探求で上田市に来られてその時にお話をお聞きし、上田市教育委員会にご案内しました。その探求成果を『埋もれた歴史』という書籍にまとめられました。それが２年前の2020年です。

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

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

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

幕末、上田藩上屋敷は隅田川に面した浅草瓦町、幕府の御蔵のすぐ隣にありました（「<a href=https://d-commons.net/uedagaku?c=&p</a></td><td class="date">2022-05-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8797">83</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/008797.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「hybrid授業を希望する学生ニーズ」「今どき教室で学ぶの？」という社会意識の変化が端的に示された調査結果です。学生はhybrid形態の授業を希望しています。

今週から授業をhybridにしました。私の授業は今後ともhybridを旨として進めていきます。

昨日の担当講義で学生に授業形態の希望を問うたところhybrid希望が61%。圧倒的に支持されていることが改めて裏付けられました。オンラインオンリー(Meet or オンデマンド)の合計は35%。この合計パーセンテージも厚い。教室で対面オンリーはほとんど誰も希望していません。教室は要らないということではなく「教室で学べる保証がありオンラインでも学べる選択の自由を望む」というのがhybrid支持の理由と思います。

来週の別の授業でも学生たちに問うてみます。「誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる人間中心の社"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/008797.jpg" alt="hybrid授業を希望する学生ニーズ" title="hybrid授業を希望する学生ニーズ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8797">hybrid授業を希望する学生ニーズ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8797">「今どき教室で学ぶの？」という社会意識の変化が端的に示された調査結果です。学生はhybrid形態の授業を希望しています。

今週から授業をhybridにしました。私の授業は今後ともhybridを旨として進めていきます。

昨日の担当講義で学生に授業形態の希望を問うたところhybrid希望が61%。圧倒的に支持されていることが改めて裏付けられました。オンラインオンリー(Meet or オンデマンド)の合計は35%。この合計パーセンテージも厚い。教室で対面オンリーはほとんど誰も希望していません。教室は要らないということではなく「教室で学べる保証がありオンラインでも学べる選択の自由を望む」というのがhybrid支持の理由と思います。

来週の別の授業でも学生たちに問うてみます。「誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる人間中心の社</a></td><td class="date">2022-04-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8717">84</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/80/008717.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「第28号『上田小県における感染症の歴史』」上田小県近現代史研究会ブックレット第28号『上田小県における感染症の歴史』
【編著・発行】上田小県近現代史研究会
【発行】2021年12月10日
【定価】600円（税別）上田市内の書店でお買い求めください。

　パンデミック（世界的大流行）はこれまでも幾度となく立ち現れ、先人たちもその度に脅かされてきました。多くの命が奪われ、社会活動に支障をきたしました。しかし、その都度全力で立ち向かい、できる限りの対策を講じて乗りこえようとしてきました。なす術もないと思われた時でさえ絶望せず、しばしば神仏に疫病退散を祈り続けました。(略)
　もう一度各章にわたり取り上げたテーマについて、明らかにできた教訓や課題、厳しい条件の中でも命や暮らし、さらには文化を守るための人々の努力があったことを確認してみましょう。（"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="第28号『上田小県における感染症の歴史』" title="第28号『上田小県における感染症の歴史』" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8717">第28号『上田小県における感染症の歴史』</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8717">上田小県近現代史研究会ブックレット第28号『上田小県における感染症の歴史』
【編著・発行】上田小県近現代史研究会
【発行】2021年12月10日
【定価】600円（税別）上田市内の書店でお買い求めください。

　パンデミック（世界的大流行）はこれまでも幾度となく立ち現れ、先人たちもその度に脅かされてきました。多くの命が奪われ、社会活動に支障をきたしました。しかし、その都度全力で立ち向かい、できる限りの対策を講じて乗りこえようとしてきました。なす術もないと思われた時でさえ絶望せず、しばしば神仏に疫病退散を祈り続けました。(略)
　もう一度各章にわたり取り上げたテーマについて、明らかにできた教訓や課題、厳しい条件の中でも命や暮らし、さらには文化を守るための人々の努力があったことを確認してみましょう。（</a></td><td class="date">2022-03-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8688">85</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/449/008688.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「検索でわかること」江南＝志津衛の確信が持てたのは、昔の信濃教育会という書籍の検索で見つかったからです。長野県は教育熱心な土地なのでしょう。記録がしっかり残っています。こちらは、検索結果ですが、参観日について記述したもののようです。ここにはっきり在上田の鈴木江南の名前が記されています。
鈴木姓は日本でも多いため、同姓同名なのかも確信がもてていませんでしたが、さすがに上田限定だと他にいないでしょう。
他にも算術についての考察など、全文確認できるものなど、教育に関する記述があります。この文献についても、いつか機会を設けて確認したいと思います。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/449/thumbnails/008688.png" alt="検索でわかること" title="検索でわかること" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8688">検索でわかること</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8688">江南＝志津衛の確信が持てたのは、昔の信濃教育会という書籍の検索で見つかったからです。長野県は教育熱心な土地なのでしょう。記録がしっかり残っています。こちらは、検索結果ですが、参観日について記述したもののようです。ここにはっきり在上田の鈴木江南の名前が記されています。
鈴木姓は日本でも多いため、同姓同名なのかも確信がもてていませんでしたが、さすがに上田限定だと他にいないでしょう。
他にも算術についての考察など、全文確認できるものなど、教育に関する記述があります。この文献についても、いつか機会を設けて確認したいと思います。</a></td><td class="date">2022-02-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8686">86</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/449/008686.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田での教員時代」志津衛さんが上田にいた頃の校舎。
当時学校火災があり、久米正雄さんのお父様が殉職されていて、その出来事に影響を受けたのか？当時の教育者の共通認識だったのか？すでに引き上げられていたので、行き違いによる殉死は避けられなかったのかなと思います。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/449/thumbnails/008686.jpg" alt="上田での教員時代" title="上田での教員時代" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8686">上田での教員時代</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8686">志津衛さんが上田にいた頃の校舎。
当時学校火災があり、久米正雄さんのお父様が殉職されていて、その出来事に影響を受けたのか？当時の教育者の共通認識だったのか？すでに引き上げられていたので、行き違いによる殉死は避けられなかったのかなと思います。</a></td><td class="date">2022-02-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8683">87</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/449/008683.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「発行元とシリーズ」先のサイクモノの裏表紙にある発行元、シリーズ等が記載されています。
東京教育大学の推薦図書といった宣伝文句があります。
12冊ほど発行の計画があったようです。最終の粘土、針金、木から、ヲリガミ細工に変更になったようですが、12冊と図解キリガミ12か月の13冊発行されたようです。
大正４年の２月から１１月頃にかけて、順次発行されていて、印刷した三日後ぐらいには発行となっています。
片面印刷したものを２折にして糸で２か所綴じてあります。発行部数がいくらかわかりませんが、なかなかの短納期です。中には再版、３版もあったようです。
一冊拾八銭で、送料２銭、６冊セットや１２冊セットなどで販売もしていたようです。
印刷所は神田三崎町にあった博信堂という印刷所、印刷した人の名前も書かれています。壬辰舎が"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/449/thumbnails/008683.jpg" alt="発行元とシリーズ" title="発行元とシリーズ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8683">発行元とシリーズ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8683">先のサイクモノの裏表紙にある発行元、シリーズ等が記載されています。
東京教育大学の推薦図書といった宣伝文句があります。
12冊ほど発行の計画があったようです。最終の粘土、針金、木から、ヲリガミ細工に変更になったようですが、12冊と図解キリガミ12か月の13冊発行されたようです。
大正４年の２月から１１月頃にかけて、順次発行されていて、印刷した三日後ぐらいには発行となっています。
片面印刷したものを２折にして糸で２か所綴じてあります。発行部数がいくらかわかりませんが、なかなかの短納期です。中には再版、３版もあったようです。
一冊拾八銭で、送料２銭、６冊セットや１２冊セットなどで販売もしていたようです。
印刷所は神田三崎町にあった博信堂という印刷所、印刷した人の名前も書かれています。壬辰舎が</a></td><td class="date">2022-02-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8676">88</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=8660">89</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「まとめ・参考文献」【まとめ】
今回は本を読む時間をとることができなく、ネットでの情報のみとなりましたが、楽しみながら調べることが出来ました。しかし物語についての情報はあったのですが、詳しい情報はすぐに見つけるのが難しく、計画的にやっておくべきだったと後悔しました。

【参考文献】2022/2/15参照
祈り岩〔源平屋島合戦古戦場〕｜高松市
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/bunka/bunkazai/shiteibunkazai/shiseki/inoriiwa.html
扇の的弓道大会｜日光の伝統行事｜日光観光ライブ情報局
http://nikko.4-seasons.jp/festival/function_detail.shtml?0:41
郷土の誉れ那須与一｜大田原市
https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2013082771858/
玄性寺 大田原市観光協会 栃木県大田原市の観光案内
https://www.ohtawara.info/spot_detail.html?id=6
那須与一が愛したお寺：即成院｜レンタサイクル京都ecoトリップ"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="まとめ・参考文献" title="まとめ・参考文献" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8660">まとめ・参考文献</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8660">【まとめ】
今回は本を読む時間をとることができなく、ネットでの情報のみとなりましたが、楽しみながら調べることが出来ました。しかし物語についての情報はあったのですが、詳しい情報はすぐに見つけるのが難しく、計画的にやっておくべきだったと後悔しました。

【参考文献】2022/2/15参照
祈り岩〔源平屋島合戦古戦場〕｜高松市
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/bunka/bunkazai/shiteibunkazai/shiseki/inoriiwa.html
扇の的弓道大会｜日光の伝統行事｜日光観光ライブ情報局
http://nikko.4-seasons.jp/festival/function_detail.shtml?0:41
郷土の誉れ那須与一｜大田原市
https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2013082771858/
玄性寺 大田原市観光協会 栃木県大田原市の観光案内
https://www.ohtawara.info/spot_detail.html?id=6
那須与一が愛したお寺：即成院｜レンタサイクル京都ecoトリップ</a></td><td class="date">2022-02-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8599">90</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/427/008599.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常田館製糸場」明治33年（1990）創業の機械製糸工場。
国指定重要文化財

製糸に関連する施設15棟が現存しており、そのうち明治から大正時代にかけて建てられた7棟が平成24年に国の重要文化財に指定される。

蚕種で栄えていた上田の養蚕を製糸で支えていた。
養蚕・製糸・紬糸・機織り・教育など蚕糸業にまつわる種々の活動が総合的な発展を遂げて「蚕都上田」と呼ばれるまで成長する。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/427/thumbnails/008599.jpg" alt="常田館製糸場" title="常田館製糸場" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8599">常田館製糸場</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8599">明治33年（1990）創業の機械製糸工場。
国指定重要文化財

製糸に関連する施設15棟が現存しており、そのうち明治から大正時代にかけて建てられた7棟が平成24年に国の重要文化財に指定される。

蚕種で栄えていた上田の養蚕を製糸で支えていた。
養蚕・製糸・紬糸・機織り・教育など蚕糸業にまつわる種々の活動が総合的な発展を遂げて「蚕都上田」と呼ばれるまで成長する。</a></td><td class="date">2022-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8414">91</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/251/008414.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ボッチャボランティアへの参加」12月に佐久市の長野武道館で行われた、パラウェーブNAGANOカップ2021東信大会へボランティアとして参加してきました。

参加きっかけは、年齢性別、障がいの有無に関わらずだれでもできるパラスポーツということで、どんな競技か見てみたかった。ということでした。

実際に参加して感じたこととして、ICT機器は足並みを揃えるものではなく、補填する機器に過ぎないということです。

どういうことかというと、車いすは、足の代わりとなります。補聴器は鼓膜の代わりとなります。

では、ICT機器は何の代わりになるのでしょうか？
教科書？ノート？資料集？
代わりではなく、あくまでも、これらすべての教育書では書ききれない情報を補填するものであるということです。

しかし、私たちが日常的に使っているスマートフォンは、ツールの"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/251/thumbnails/008414.jpg" alt="ボッチャボランティアへの参加" title="ボッチャボランティアへの参加" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8414">ボッチャボランティアへの参加</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8414">12月に佐久市の長野武道館で行われた、パラウェーブNAGANOカップ2021東信大会へボランティアとして参加してきました。

参加きっかけは、年齢性別、障がいの有無に関わらずだれでもできるパラスポーツということで、どんな競技か見てみたかった。ということでした。

実際に参加して感じたこととして、ICT機器は足並みを揃えるものではなく、補填する機器に過ぎないということです。

どういうことかというと、車いすは、足の代わりとなります。補聴器は鼓膜の代わりとなります。

では、ICT機器は何の代わりになるのでしょうか？
教科書？ノート？資料集？
代わりではなく、あくまでも、これらすべての教育書では書ききれない情報を補填するものであるということです。

しかし、私たちが日常的に使っているスマートフォンは、ツールの</a></td><td class="date">2022-02-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8411">92</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/251/008411.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「旧中込学校へ」佐久市にある重要文化財「旧中込学校」へ10月に行ってきました。
見た目は、松本にある開智学校に似ていると思いました。
緑色と白色を基調としたシンプルな洋風デザインです。
この学校は、日本の学校建築に現存する最古級の擬洋風建築物だと言われています。

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

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

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

仮に今の時代に計算を教えるとしても、大きな電卓は使いませんよね(笑)
今なら、どうでしょう、先生の手元をカメラで写しながら、プロジェクタ</a></td><td class="date">2022-02-04</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8352">93</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「成果報告（まとめ）」まとめとして現在開発中の上田市を舞台にするゲームの全貌を書いていきたいと思います！

タイトルは[上田で〇〇してみたら……！？]
形で進めていこうかなと思っています。

まず、そもそもなぜ上田探索をしていたのか？何が目的なのか？
それは、どういった魅力が、どういった地域資源があるのかを見たいためです。そして、せっかく住んでるんだから何かしら形にしたいなと思っております。
それがこのゲームとしての形になっているという訳です。
こういう物を通して自分の住んでる場所をしっていきたいなぁという思いもあります。

さて、このゲームの狙いや目的としては、｢上田といいうものに遊びつつ触れる｣というところです。
さらに考える要素も詰め込むため地域教育などでも活用できると考えています。

遊びつつ触れる"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="成果報告（まとめ）" title="成果報告（まとめ）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8352">成果報告（まとめ）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8352">まとめとして現在開発中の上田市を舞台にするゲームの全貌を書いていきたいと思います！

タイトルは[上田で〇〇してみたら……！？]
形で進めていこうかなと思っています。

まず、そもそもなぜ上田探索をしていたのか？何が目的なのか？
それは、どういった魅力が、どういった地域資源があるのかを見たいためです。そして、せっかく住んでるんだから何かしら形にしたいなと思っております。
それがこのゲームとしての形になっているという訳です。
こういう物を通して自分の住んでる場所をしっていきたいなぁという思いもあります。

さて、このゲームの狙いや目的としては、｢上田といいうものに遊びつつ触れる｣というところです。
さらに考える要素も詰め込むため地域教育などでも活用できると考えています。

遊びつつ触れる</a></td><td class="date">2022-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8325">94</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「4　年表からひもとく」坂井村誌内の年表を一部引用し、特に重要な部分をまとめた。

<h3>昭和12年（1937年）</h3>
・<strong>盧溝橋事件が勃発。村内の予備兵に召集下令があり、村内に一気に緊張感が流れた。</strong>
・銃後後援会（後に奉公会）結成、村防護団結成・応召家庭の農作業奉仕。
・軍の指示により、初めて防空演習が行われる。
・国防婦人会結成（全村）、国民精神総動員長野県実行委員会（会長・県知事）坂井村支部（支部長・村長）結成。
⇒日中全面戦争の開始に伴って始められた、国民の戦争協力を促す官製国民運動。「精動」と略されることもある。1937年（昭和12）8月第一次近衛文麿(このえふみまろ)内閣は「国民精神総動員実施要綱」を閣議決定し、同年10月「挙国一致、尽忠(じんちゅう)報国、堅忍(けんにん)持久」のスローガンのもとに国民精神総動員"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="4　年表からひもとく" title="4　年表からひもとく" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8325">4　年表からひもとく</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8325">坂井村誌内の年表を一部引用し、特に重要な部分をまとめた。

<h3>昭和12年（1937年）</h3>
・<strong>盧溝橋事件が勃発。村内の予備兵に召集下令があり、村内に一気に緊張感が流れた。</strong>
・銃後後援会（後に奉公会）結成、村防護団結成・応召家庭の農作業奉仕。
・軍の指示により、初めて防空演習が行われる。
・国防婦人会結成（全村）、国民精神総動員長野県実行委員会（会長・県知事）坂井村支部（支部長・村長）結成。
⇒日中全面戦争の開始に伴って始められた、国民の戦争協力を促す官製国民運動。「精動」と略されることもある。1937年（昭和12）8月第一次近衛文麿(このえふみまろ)内閣は「国民精神総動員実施要綱」を閣議決定し、同年10月「挙国一致、尽忠(じんちゅう)報国、堅忍(けんにん)持久」のスローガンのもとに国民精神総動員</a></td><td class="date">2022-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8274">95</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/436/008274.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「家庭生活の民主化から」この記事では終戦後の民主化政策に困惑する女性の意見を知ることができる。男性よりも女性が教育を受ける機会が少なかった当時の状況で「男女同権」を主張する民主主義に対して女性にはあまり受け入れられなかったようだ。

『西塩田青年男報』第5号（1946年12月25日）第一頁より"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/436/thumbnails/008274.jpg" alt="家庭生活の民主化から" title="家庭生活の民主化から" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8274">家庭生活の民主化から</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8274">この記事では終戦後の民主化政策に困惑する女性の意見を知ることができる。男性よりも女性が教育を受ける機会が少なかった当時の状況で「男女同権」を主張する民主主義に対して女性にはあまり受け入れられなかったようだ。

『西塩田青年男報』第5号（1946年12月25日）第一頁より</a></td><td class="date">2022-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8236">96</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/008236.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）」当時の上田は、高品質な蚕種・生糸の生産と、三吉米熊らによる人材育成により、近代日本の主要産業であった蚕糸業の発展に大きく貢献し、「蚕都上田」と称された。
この講堂ほとんど改変を受けることなく建築当初の姿を残しており、現存する近代の中・高等教育施設の建造物としては屈指のものだ。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/008236.jpg" alt="信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）" title="信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8236">信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8236">当時の上田は、高品質な蚕種・生糸の生産と、三吉米熊らによる人材育成により、近代日本の主要産業であった蚕糸業の発展に大きく貢献し、「蚕都上田」と称された。
この講堂ほとんど改変を受けることなく建築当初の姿を残しており、現存する近代の中・高等教育施設の建造物としては屈指のものだ。</a></td><td class="date">2023-05-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8234">97</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/008234.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「信州大学繊維学部資料館（旧貯文繭庫）」信州大学繊維学部の母体である官立上田蚕糸専門学校は、日本が工業立国として台頭しようとした明治43年（1910年）に、蚕糸に関する初の口頭教育機関、また、長野県初の国立学校として設立された。そのあと、繊維科学技術全般にわたる高等教育機関に発展し、昭和24年」（1949年）の学制改革により信州大学繊維学部として現在に至っている。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/008234.jpg" alt="信州大学繊維学部資料館（旧貯文繭庫）" title="信州大学繊維学部資料館（旧貯文繭庫）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8234">信州大学繊維学部資料館（旧貯文繭庫）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8234">信州大学繊維学部の母体である官立上田蚕糸専門学校は、日本が工業立国として台頭しようとした明治43年（1910年）に、蚕糸に関する初の口頭教育機関、また、長野県初の国立学校として設立された。そのあと、繊維科学技術全般にわたる高等教育機関に発展し、昭和24年」（1949年）の学制改革により信州大学繊維学部として現在に至っている。</a></td><td class="date">2023-05-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8198">98</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田工業の歴史」①蚕のまち上田
江戸時代の末期から昭和にかけて、長野県経済は蚕糸業に支えられていた。上田はそんな長野県中でもいわゆる「蚕都」として名をはせていた。その要因としては、扇状地や河岸段丘の発達により桑の栽培適地であったこと。また、雨が少なく乾燥した気候が蚕の飼育に適していたこと。そして全国にさきがけて開校された、小県蚕業学校（現在の上田東高校）や上田蚕糸専門学校（現在の信大繊維学部）などによる蚕業教育が充実していたことが挙げられる。

②精密機械工業へのシフト
長野県が戦前から養蚕・製糸業に代えて精密機械工業へと産業育成の重点をうつし、かつ終戦後の1960年代には高度経済成長で商工業が発展したこともあり、上田の蚕糸業（養蚕、蚕種、製糸）も例外なく衰退を迎えた。しかし蚕糸業で培われた技術的"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田工業の歴史" title="上田工業の歴史" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8198">上田工業の歴史</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8198">①蚕のまち上田
江戸時代の末期から昭和にかけて、長野県経済は蚕糸業に支えられていた。上田はそんな長野県中でもいわゆる「蚕都」として名をはせていた。その要因としては、扇状地や河岸段丘の発達により桑の栽培適地であったこと。また、雨が少なく乾燥した気候が蚕の飼育に適していたこと。そして全国にさきがけて開校された、小県蚕業学校（現在の上田東高校）や上田蚕糸専門学校（現在の信大繊維学部）などによる蚕業教育が充実していたことが挙げられる。

②精密機械工業へのシフト
長野県が戦前から養蚕・製糸業に代えて精密機械工業へと産業育成の重点をうつし、かつ終戦後の1960年代には高度経済成長で商工業が発展したこともあり、上田の蚕糸業（養蚕、蚕種、製糸）も例外なく衰退を迎えた。しかし蚕糸業で培われた技術的</a></td><td class="date">2022-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=7230">99</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/007230.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山形のトーク番組『今日とは違う、世界がある。』」▲PDF：『トーク番組 今日とは違う、世界がある。』
　番組リスト 1997～2008年 第1回～第111回

レギュラー：吉村和文さん(当時はケーブルテレビ山形専務、現ダイバーシティメディア社長)
　　　　　　端山貢明さん(当時は東北芸術工科大学教授、後に名誉教授)

山形市のケーブルテレビ局「ケーブルテレビ山形」(現ダイバーシティメディア)が1997年から10年以上にわたり毎月当該番組を放送していました。吉村和文さんと端山貢明さんがレギュラー出演し、毎回多彩なゲストを迎えて地域課題について意見交換するという番組でした。

「現代社会と教育」「地方分権」「福祉と共生」など毎回硬派なテーマが取り上げられました。端山貢明さんは第1回(1997年9月)以来、1回も欠かすことなく第111回(2008年5月)まで連続出演し、毎回、コメンテートをしまし"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/007230.jpg" alt="山形のトーク番組『今日とは違う、世界がある。』" title="山形のトーク番組『今日とは違う、世界がある。』" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=7230">山形のトーク番組『今日とは違う、世界がある。』</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=7230">▲PDF：『トーク番組 今日とは違う、世界がある。』
　番組リスト 1997～2008年 第1回～第111回

レギュラー：吉村和文さん(当時はケーブルテレビ山形専務、現ダイバーシティメディア社長)
　　　　　　端山貢明さん(当時は東北芸術工科大学教授、後に名誉教授)

山形市のケーブルテレビ局「ケーブルテレビ山形」(現ダイバーシティメディア)が1997年から10年以上にわたり毎月当該番組を放送していました。吉村和文さんと端山貢明さんがレギュラー出演し、毎回多彩なゲストを迎えて地域課題について意見交換するという番組でした。

「現代社会と教育」「地方分権」「福祉と共生」など毎回硬派なテーマが取り上げられました。端山貢明さんは第1回(1997年9月)以来、1回も欠かすことなく第111回(2008年5月)まで連続出演し、毎回、コメンテートをしまし</a></td><td class="date">2022-01-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5829">100</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/417/005829.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「入學前の家庭教育に就て(『西塩田時報』第1号(1947年1月25日)2頁)」初等科一年生を受け持つ先生が保護者へ向けて書いた、入学前までにできるようになっていてほしいことを示したもの。カタカナの読み書きの習得から毎朝顔を洗うなんてことまで書かれている。

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


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

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


▼このページは以下から参照できます。
#976 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0976.jpg>『西塩田時報[戦後]』第1号(1947年1月25日)2頁</a></a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr></table><div class="pagenavi">  <a class="arrow" title="Page 1" href="?c=&t=&s=教育&all=&n=&r=&v=1">≪</a>  <span class="current">1</span>  <a class="page" title="Page 2" href="?c=&t=&s=教育&all=&n=&r=&v=2">2</a>  <a class="arrow" title="Page 2" href="?c=&t=&s=教育&all=&n=&r=&v=2">≫</a></div></div>
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					<ul><li><a href="?c=&s=歴史">歴史(15)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸業">蚕糸業(11)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市">上田市(10)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学習">地域学習(9)</a></li><li><a href="?c=&s=教育">教育(9)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕都上田">蚕都上田(8)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルコモンズ">デジタルコモンズ(8)</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(7)</a></li><li><a href="?c=&s=学校">学校(5)</a></li><li><a href="?c=&s=小県蚕業学校">小県蚕業学校(5)</a></li><li><a href="?c=&s=山本鼎">山本鼎(5)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造">蚕種製造(5)</a></li><li><a href="?c=&s=長野大学">長野大学(5)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田時報">西塩田時報(5)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市の高校">上田市の高校(4)</a></li><li><a href="?c=&s=まちあるき">まちあるき(3)</a></li><li><a href="?c=&s=上田東高校">上田東高校(3)</a></li><li><a href="?c=&s=文書">文書(3)</a></li><li><a href="?c=&s=上田蚕糸専門学校">上田蚕糸専門学校(3)</a></li><li><a href="?c=&s=地域資料">地域資料(3)</a></li><li><a href="?c=&s=農民美術">農民美術(3)</a></li><li><a href="?c=&s=上田">上田(3)</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(3)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木江南">鈴木江南(3)</a></li><li><a href="?c=&s=鈴木志津衛">鈴木志津衛(3)</a></li><li><a href="?c=&s=研究発表">研究発表(3)</a></li><li><a href="?c=&s=藤本蚕業歴史館">藤本蚕業歴史館(3)</a></li><li><a href="?c=&s=前川ゼミ">前川ゼミ(3)</a></li><li><a href="?c=&s=重要文化財">重要文化財(2)</a></li><li><a href="?c=&s=アクティブラーニング">アクティブラーニング(2)</a></li><li><a href="?c=&s=佐久市">佐久市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=明治">明治(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市史">上田市史(2)</a></li><li><a href="?c=&s=地域史">地域史(2)</a></li><li><a href="?c=&s=人物">人物(2)</a></li><li><a href="?c=&s=神川小学校">神川小学校(2)</a></li><li><a href="?c=&s=自由画">自由画(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=上田蚕種">上田蚕種(2)</a></li><li><a href="?c=&s=校歌">校歌(2)</a></li><li><a href="?c=&s=土井晩翠">土井晩翠(2)</a></li><li><a href="?c=&s=岡野貞一">岡野貞一(2)</a></li><li><a href="?c=&s=信州大学繊維学部">信州大学繊維学部(2)</a></li><li><a href="?c=&s=勝俣英吉郎">勝俣英吉郎(2)</a></li><li><a href="?c=&s=生涯学習">生涯学習(2)</a></li><li><a href="?c=&s=社会教育">社会教育(2)</a></li><li><a href="?c=&s=学習支援">学習支援(2)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県">長野県(2)</a></li><li><a href="?c=&s=児童自由画教育">児童自由画教育(2)</a></li><li><a href="?c=&s=長野">長野(2)</a></li><li><a href="?c=&s=近代">近代(2)</a></li><li><a href="?c=&s=博物館">博物館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=図書館">図書館(2)</a></li><li><a href="?c=&s=上田小県">上田小県(2)</a></li><li><a href="?c=&s=近代史">近代史(2)</a></li><li><a href="?c=&s=小諸市">小諸市(2)</a></li><li><a href="?c=&s=佐藤家住宅">佐藤家住宅(2)</a></li><li><a href="?c=&s=見学会">見学会(2)</a></li><li><a href="?c=&s=古建築">古建築(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造民家">蚕種製造民家(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕室民家">蚕室民家(2)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種の里">蚕種の里(2)</a></li><li><a href="?c=&s=学生">学生(2)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルアーキビスト">デジタルアーキビスト(2)</a></li><li><a href="?c=&s=音楽">音楽(2)</a></li><li><a href="?c=&s=土浦">土浦(1)</a></li><li><a href="?c=&s=茨城県">茨城県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近代建築">近代建築(1)</a></li><li><a href="?c=&s=洋風建築">洋風建築(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧制中学">旧制中学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=#上田市#下塩尻#歴史#伝統#文化#水神様#千曲川#氾濫#生島足島#神主">#上田市#下塩尻#歴史#伝統#文化#水神様#千曲川#氾濫#生島足島#神主(1)</a></li><li><a href="?c=&s=#上田市#下塩尻#神社#氏神#菅原道真#歴史#文化#学問#伝統#祠">#上田市#下塩尻#神社#氏神#菅原道真#歴史#文化#学問#伝統#祠(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近現代">近現代(1)</a></li><li><a href="?c=&s=西塩田">西塩田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=別所">別所(1)</a></li><li><a href="?c=&s=靴屋">靴屋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高橋靴屋">高橋靴屋(1)</a></li><li><a href="?c=&s=小学生">小学生(1)</a></li><li><a href="?c=&s=商店街">商店街(1)</a></li><li><a href="?c=&s=問題解決">問題解決(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ポスター">ポスター(1)</a></li><li><a href="?c=&s=キャッチコピー">キャッチコピー(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国重要文化財">国重要文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県宝">長野県宝(1)</a></li><li><a href="?c=&s=藤の花">藤の花(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国史跡">国史跡(1)</a></li><li><a href="?c=&s=資料館">資料館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=水の手">水の手(1)</a></li><li><a href="?c=&s=砥石城址">砥石城址(1)</a></li><li><a href="?c=&s=中等教育">中等教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州国際音楽村">信州国際音楽村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市誌">上田市誌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=市史">市史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧上田市">旧上田市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸子町誌">丸子町誌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田町誌">真田町誌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=武石村誌">武石村誌(1)</a></li><li><a href="?c=&s=丸子町史">丸子町史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=真田町史">真田町史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=武石村史">武石村史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=郷土史">郷土史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=画像">画像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=宮本右次">宮本右次(1)</a></li><li><a href="?c=&s=自由画運動">自由画運動(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=近代教育">近代教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石碑">石碑(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文化財">文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸教育">蚕糸教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大学">大学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕業教育">蚕業教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕教師">養蚕教師(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕業">蚕業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=銅像">銅像(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市体育協会">上田市体育協会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=体育施設">体育施設(1)</a></li><li><a href="?c=&s=神川">神川(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田社会大学">上田社会大学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=総合的な学習の時間">総合的な学習の時間(1)</a></li><li><a href="?c=&s=総合的な探求の時間">総合的な探求の時間(1)</a></li><li><a href="?c=&s=テキスト">テキスト(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学校教育">学校教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=市民キュレーション">市民キュレーション(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域デジタルアーカイブ">地域デジタルアーカイブ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=佐久穂町">佐久穂町(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石棒">石棒(1)</a></li><li><a href="?c=&s=縄文">縄文(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伝統">伝統(1)</a></li><li><a href="?c=&s=工芸">工芸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=美術館">美術館(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=小学校">小学校(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=中塩田小学校">中塩田小学校(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=子ども">子ども(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学習">学習(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学習塾">学習塾(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塾">塾(1)</a></li><li><a href="?c=&s=数学">数学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=英語">英語(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高校受験 ">高校受験 (1)</a></li><li><a href="?c=&s=大学受験">大学受験(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旅行記">旅行記(1)</a></li><li><a href="?c=&s=個人記録">個人記録(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ヨーロッパ視察">ヨーロッパ視察(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ヨーロッパ">ヨーロッパ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=三吉米熊">三吉米熊(1)</a></li><li><a href="?c=&s=養蚕">養蚕(1)</a></li><li><a href="?c=&s=製糸">製糸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸王国信州">蚕糸王国信州(1)</a></li><li><a href="?c=&s=前川道博">前川道博(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ポスト蚕糸業">ポスト蚕糸業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸王国信州ものがたり">蚕糸王国信州ものがたり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧常田館製糸場">旧常田館製糸場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻蚕種製造民家群">上塩尻蚕種製造民家群(1)</a></li><li><a href="?c=&s=セイコーエプソン">セイコーエプソン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=片倉工業">片倉工業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近代産業">近代産業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=産業史">産業史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=シナノケンシ">シナノケンシ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=岡谷蚕糸博物館">岡谷蚕糸博物館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=駒ケ根シルクミュージアム">駒ケ根シルクミュージアム(1)</a></li><li><a href="?c=&s=サントミューゼ">サントミューゼ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧林家住宅">旧林家住宅(1)</a></li><li><a href="?c=&s=疎開企業">疎開企業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近代化産業遺産">近代化産業遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田紬">上田紬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州紬">信州紬(1)</a></li><li><a href="?c=&s=伝統的工芸品">伝統的工芸品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=繊維工学">繊維工学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=素材開発">素材開発(1)</a></li><li><a href="?c=&s=シルクソープ">シルクソープ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=新しい蚕業">新しい蚕業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=世界遺産">世界遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=富岡製糸場">富岡製糸場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=正力直太郎">正力直太郎(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=公文書館">公文書館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=MALUI連携">MALUI連携(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学習者中心のアーカイブ">学習者中心のアーカイブ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=飯沼郷蔵">飯沼郷蔵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=米蔵">米蔵(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市生田">上田市生田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=飯沼">飯沼(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生糸輸出">生糸輸出(1)</a></li><li><a href="?c=&s=年貢米">年貢米(1)</a></li><li><a href="?c=&s=横浜">横浜(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史資料">歴史資料(1)</a></li><li><a href="?c=&s=神川・山本鼎の会">神川・山本鼎の会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山形市">山形市(1)</a></li><li><a href="?c=&s=山形県">山形県(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ケーブルテレビ">ケーブルテレビ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ケーブルテレビ山形">ケーブルテレビ山形(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ダイバーシティメディア">ダイバーシティメディア(1)</a></li><li><a href="?c=&s=端山貢明">端山貢明(1)</a></li><li><a href="?c=&s=吉村和文">吉村和文(1)</a></li><li><a href="?c=&s=トーク番組今日とは違う、何かがある。">トーク番組今日とは違う、何かがある。(1)</a></li><li><a href="?c=&s=映像アーカイブ">映像アーカイブ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕糸">蚕糸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=専門学校">専門学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生糸">生糸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=戦後">戦後(1)</a></li><li><a href="?c=&s=坂井村">坂井村(1)</a></li><li><a href="?c=&s=戦争">戦争(1)</a></li><li><a href="?c=&s=年表">年表(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域資源">地域資源(1)</a></li><li><a href="?c=&s=旧中込学校">旧中込学校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ボッチャ">ボッチャ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ボランティア">ボランティア(1)</a></li><li><a href="?c=&s=パラウェーブ">パラウェーブ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=カミヲリモノ">カミヲリモノ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野教育">長野教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=近現代史">近現代史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田小県近現代史研究会">上田小県近現代史研究会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=ブックレット">ブックレット(1)</a></li><li><a href="?c=&s=感染症">感染症(1)</a></li><li><a href="?c=&s=パンデミック">パンデミック(1)</a></li><li><a href="?c=&s=スペイン風邪">スペイン風邪(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学生ニーズ">学生ニーズ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=大学教育">大学教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=教室">教室(1)</a></li><li><a href="?c=&s=授業形態">授業形態(1)</a></li><li><a href="?c=&s=自費出版">自費出版(1)</a></li><li><a href="?c=&s=東郷えりか">東郷えりか(1)</a></li><li><a href="?c=&s=埋もれた歴史">埋もれた歴史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=歴史探求">歴史探求(1)</a></li><li><a href="?c=&s=論文">論文(1)</a></li><li><a href="?c=&s=民間で始まる蚕糸業ものがたり">民間で始まる蚕糸業ものがたり(1)</a></li><li><a href="?c=&s=イベント">イベント(1)</a></li><li><a href="?c=&s=講演会">講演会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=街歩き">街歩き(1)</a></li><li><a href="?c=&s=国登録有形文化財">国登録有形文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=登録有形文化財">登録有形文化財(1)</a></li><li><a href="?c=&s=建築史">建築史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルアーキビスト養成講座">デジタルアーキビスト養成講座(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種製造業">蚕種製造業(1)</a></li><li><a href="?c=&s=一次資料">一次資料(1)</a></li><li><a href="?c=&s=アーカイブス">アーカイブス(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文書館">文書館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域アーカイブ">地域アーカイブ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蓼科高校">蓼科高校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=だるまストーブ">だるまストーブ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田市高校">上田市高校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=移動図書館">移動図書館(1)</a></li><li><a href="?c=&s=やまびこ">やまびこ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田マルチメディア情報センター">上田マルチメディア情報センター(1)</a></li><li><a href="?c=&s=情報">情報(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田鯉">塩田鯉(1)</a></li><li><a href="?c=&s=蚕種">蚕種(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上田の歴史">上田の歴史(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域探検">地域探検(1)</a></li><li><a href="?c=&s=塩田平">塩田平(1)</a></li><li><a href="?c=&s=デザイン">デザイン(1)</a></li><li><a href="?c=&s=上塩尻">上塩尻(1)</a></li><li><a href="?c=&s=東京藝術大学">東京藝術大学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=音楽教育">音楽教育(1)</a></li><li><a href="?c=&s=アーカイブ">アーカイブ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=d-commons">d-commons(1)</a></li><li><a href="?c=&s=信州学">信州学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域学">地域学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=長野県教育委員会">長野県教育委員会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=高校">高校(1)</a></li><li><a href="?c=&s=諸">諸(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学会">学会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=東洋音楽学会">東洋音楽学会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松平氏">松平氏(1)</a></li><li><a href="?c=&s=石垣">石垣(1)</a></li><li><a href="?c=&s=跡地">跡地(1)</a></li><li><a href="?c=&s=明倫堂">明倫堂(1)</a></li><li><a href="?c=&s=松平忠学">松平忠学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=昭和">昭和(1)</a></li><li><a href="?c=&s=入学">入学(1)</a></li><li><a href="?c=&s=子育て">子育て(1)</a></li><li><a href="?c=&s=貴重な展示品">貴重な展示品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文化遺産">文化遺産(1)</a></li><li><a href="?c=&s=オンラインで公開">オンラインで公開(1)</a></li><li><a href="?c=&s=広範な観衆">広範な観衆(1)</a></li><li><a href="?c=&s=アクセス可能">アクセス可能(1)</a></li><li><a href="?c=&s=古い書籍や文献">古い書籍や文献(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=学術研究">学術研究(1)</a></li><li><a href="?c=&s=画廊">画廊(1)</a></li><li><a href="?c=&s=アーティストの作品">アーティストの作品(1)</a></li><li><a href="?c=&s=展示会">展示会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=オンラインで共有">オンラインで共有(1)</a></li><li><a href="?c=&s=写真">写真(1)</a></li><li><a href="?c=&s=インスピレーション">インスピレーション(1)</a></li><li><a href="?c=&s=アート愛好家">アート愛好家(1)</a></li><li><a href="?c=&s=情報の保護">情報の保護(1)</a></li><li><a href="?c=&s=アクセスの改善">アクセスの改善(1)</a></li><li><a href="?c=&s=保存の効率化">保存の効率化(1)</a></li><li><a href="?c=&s=文化や知識の継承">文化や知識の継承(1)</a></li><li><a href="?c=&s=情報の保存・共有・開発">情報の保存・共有・開発(1)</a></li><li><a href="?c=&s=研究">研究(1)</a></li><li><a href="?c=&s=重要性">重要性(1)</a></li><li><a href="?c=&s=教育、文化、研究の発展">教育、文化、研究の発展(1)</a></li><li><a href="?c=&s=デジタルアーカイブの普及と活用">デジタルアーカイブの普及と活用(1)</a></li><li><a href="?c=&s=不可欠な役割">不可欠な役割(1)</a></li><li><a href="?c=&s=一般公衆浴場">一般公衆浴場(1)</a></li><li><a href="?c=&s=銭湯">銭湯(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地域">地域(1)</a></li><li><a href="?c=&s=地図">地図(1)</a></li><li><a href="?c=&s=史的ニ上田">史的ニ上田(1)</a></li><li><a href="?c=&s=飛古路の会">飛古路の会(1)</a></li><li><a href="?c=&s=課題発見ゼミ">課題発見ゼミ(1)</a></li><li><a href="?c=&s=教育課題">教育課題(1)</a></li><li><a href="?c=&s=教育イノベーション">教育イノベーション(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学習イノベーション">学習イノベーション(1)</a></li><li><a href="?c=&s=学生発表">学生発表(1)</a></li><li><a href="?c=&s=課題探究">課題探究(1)</a></li><li><a href="?c=&s=生涯学習都市宣言">生涯学習都市宣言(1)</a></li></ul>
				</div>
				<br>
				<!-- div class="catsec2left">
					<img src="https://www.d-commons.info/template/4/images/cat/catp2.png" alt="情報を探す">
					★詳細検索
				</div -->
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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: '127197',
					name: '「生涯学習のまちうえだ」2005/04/16',
					lat: 36.40167822690232,
					lng: 138.2446222910938,
					contents: '<a href="?c=&p=127197">「生涯学習のまちうえだ」2005/04/16</a>'
			 }, 
					  {
					id: '127100',
					name: '【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～',
					lat: 36.4018790433459,
					lng: 138.25197994709015,
					contents: '<a href="?c=&p=127100">【上田市の銭湯】地図から銭湯の分布を見てみよう～「史的ニ上田」編～</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126153',
					name: '5代松平忠学と明倫堂',
					lat: 36.40273718083009,
					lng: 138.24716791443828,
					contents: '<a href="?c=&p=126153">5代松平忠学と明倫堂</a>'
			 }, 
					  {
					id: '126025',
					name: '東洋音楽学会で学際的交流、偏在知を遍在に変える',
					lat: 34.94874041872173,
					lng: 135.77391031655432,
					contents: '<a href="?c=&p=126025">東洋音楽学会で学際的交流、偏在知を遍在に変える</a>'
			 }, 
					  {
					id: '124977',
					name: '東京藝術大学の大学史史料室訪問',
					lat: 35.719293149251975,
					lng: 139.77224953198123,
					contents: '<a href="?c=&p=124977">東京藝術大学の大学史史料室訪問</a>'
			 }, 
					  {
					id: '54626',
					name: '実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座',
					lat: 36.417413425516024,
					lng: 138.21664637855625,
					contents: '<a href="?c=&p=54626">実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座</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: '42651',
					name: '上田市マルチメディア情報センター',
					lat: 36.363833112529235,
					lng: 138.23684692382812,
					contents: '<a href="?c=&p=42651">上田市マルチメディア情報センター</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11510',
					name: 'ストーブ',
					lat: 36.36938157697832,
					lng: 138.2236108244976,
					contents: '<a href="?c=&p=11510">ストーブ</a>'
			 }, 
					  {
					id: '11249',
					name: '佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)[終了]',
					lat: 36.41744488783072,
					lng: 138.21647822856903,
					contents: '<a href="?c=&p=11249">佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)[終了]</a>'
			 }, 
					  {
					id: '10345',
					name: '佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)',
					lat: 36.41744488783072,
					lng: 138.21647822856903,
					contents: '<a href="?c=&p=10345">佐藤家住宅等見学会2022/10/29(藤本蚕業プロジェクト主催)</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9548',
					name: '長野県の蚕の歴史',
					lat: 36.070147949858935,
					lng: 138.04949072658314,
					contents: '<a href="?c=&p=9548">長野県の蚕の歴史</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8797',
					name: 'hybrid授業を希望する学生ニーズ',
					lat: 36.36986360347297,
					lng: 138.22296888236423,
					contents: '<a href="?c=&p=8797">hybrid授業を希望する学生ニーズ</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8414',
					name: 'ボッチャボランティアへの参加',
					lat: 36.25998517360043,
					lng: 138.4855842590332,
					contents: '<a href="?c=&p=8414">ボッチャボランティアへの参加</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8411',
					name: '旧中込学校へ',
					lat: 36.23745444487461,
					lng: 138.47210884094238,
					contents: '<a href="?c=&p=8411">旧中込学校へ</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8236',
					name: '信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）',
					lat: 36.391993080763974,
					lng: 138.26242446899414,
					contents: '<a href="?c=&p=8236">信州大学繊維学部講堂（旧上田蚕糸専門学校講堂）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8234',
					name: '信州大学繊維学部資料館（旧貯文繭庫）',
					lat: 36.39192398902735,
					lng: 138.26242446899414,
					contents: '<a href="?c=&p=8234">信州大学繊維学部資料館（旧貯文繭庫）</a>'
			 }, 
					  {
					id: '7230',
					name: '山形のトーク番組『今日とは違う、世界がある。』',
					lat: 38.24129379514349,
					lng: 140.35060733556747,
					contents: '<a href="?c=&p=7230">山形のトーク番組『今日とは違う、世界がある。』</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>


