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<br />
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<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 />
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<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 />
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<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 />
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<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 />
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<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 />
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<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 />
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<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 />
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<br />
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<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 />
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<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 />
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<br />
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<br />
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<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 />
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<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 />
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<br />
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<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</a></td><td class="date">2024-02-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=127094">3</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/802/127094.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「真田神社について」上田城跡に存在している神社である。真田神社は明治時代、旧藩主の松平氏に対する恩義から藩主を祀るため、民衆によって建てられた。また、報恩だけでなく、上田城が遺した栄光や功績を後世に伝えるためでもある。
もともとは松平神社として松平氏のみを祀っていたが、戦後、歴代の藩主も祀るべきという声が上がり、真田神社と名を改め現在に至る。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="真田神社について" title="真田神社について" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=127094">真田神社について</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=127094">上田城跡に存在している神社である。真田神社は明治時代、旧藩主の松平氏に対する恩義から藩主を祀るため、民衆によって建てられた。また、報恩だけでなく、上田城が遺した栄光や功績を後世に伝えるためでもある。
もともとは松平神社として松平氏のみを祀っていたが、戦後、歴代の藩主も祀るべきという声が上がり、真田神社と名を改め現在に至る。</a></td><td class="date">2024-02-12</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126708">4</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/834/126708.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦前と戦後の北海道新聞における文化の移り変わり」まず初めに何故北海道新聞で文化の移り変わりを調べたかったのかというと西塩田時報で様々な大正から昭和にかけての記事を閲覧していた際に自分の地元ではどのように変化していったのか素直に興味を持ったからだ。

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

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

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

比較する新聞の年は1942年と2020年だ。北海道新聞は1942年に創刊された。1942年といえば日本は第二次世界大戦中であり、アメリカと戦っていた時期であった。実際の記事を見てみるとそれが伺える。下方に「アメリカの焦燥」と書かれた項目がある。当時の日本がアメリカを牽制していたのが分かる。さらに、「戰」や「諸勅令」といった今となっては使われなくなった漢字や表現が使われている。ここからも北海道での戦時中の緊張感が伝</a></td><td class="date">2024-01-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126689">5</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/825/126689.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「」戦前に発行された西塩田時報は戦争、学校、地域などの時事ニュースが多く書かれており、生活の知恵と思われる記事は957ページの中でたった5つほどであった。戦後になると生活の知恵を特集したコーナーのようなものができ、数ページごとに1つ生活の知恵と思われる記事が掲載されている。また、記事の内容も変化しているように感じられる。戦前は、睡眠やビタミン、乳児の育て方という基礎的な生活の知恵であったのに対して戦後は基礎的な生活の知恵も残しつつ、季節の料理やさらにより良い暮らしを求める記事が多い。この変化は、戦前から戦後にかけて人々の暮らしに対する意識の変化があると考える。戦前は生きていくことに必死で暮らしの質は求めておらず、戦後になり心にゆとりが生まれることで暮らしに対する質を求めることができる"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="" title="" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126689"></a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126689">戦前に発行された西塩田時報は戦争、学校、地域などの時事ニュースが多く書かれており、生活の知恵と思われる記事は957ページの中でたった5つほどであった。戦後になると生活の知恵を特集したコーナーのようなものができ、数ページごとに1つ生活の知恵と思われる記事が掲載されている。また、記事の内容も変化しているように感じられる。戦前は、睡眠やビタミン、乳児の育て方という基礎的な生活の知恵であったのに対して戦後は基礎的な生活の知恵も残しつつ、季節の料理やさらにより良い暮らしを求める記事が多い。この変化は、戦前から戦後にかけて人々の暮らしに対する意識の変化があると考える。戦前は生きていくことに必死で暮らしの質は求めておらず、戦後になり心にゆとりが生まれることで暮らしに対する質を求めることができる</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126656">6</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/825/126656.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「」戦後の記事で「夏の料理」の特集記事があり、その中に「イカの桃和え」という料理があった。甘く煮詰めた桃と酸っぱいイカを混ぜた料理らしい。この料理は現在世に出回っていないことからあまり人々に好まれていなかったのではないだろうか。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="" title="" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126656"></a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126656">戦後の記事で「夏の料理」の特集記事があり、その中に「イカの桃和え」という料理があった。甘く煮詰めた桃と酸っぱいイカを混ぜた料理らしい。この料理は現在世に出回っていないことからあまり人々に好まれていなかったのではないだろうか。</a></td><td class="date">2024-01-24</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126634">7</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">8</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=126630">9</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/826/126630.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「學校だより」当時は時報に學校だよりが記載されており、学校でどのような行事が行われるかを知ることができた。
ここでは11月の行事について説明されている。
記事を読むと、当時は陸上競技会が珠算競技会が開かれており、幾名の生徒が表彰されている。また、籠球大会や珠算検定会での表彰者が記載されている。

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

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

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

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

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

記事の内容から、小学校でも机上での学びに囚われない多様な</a></td><td class="date">2024-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126627">10</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=126464">11</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/39/126464.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「建設中のサントミューゼ2013/11/22」上田市の複合的文化施設「サントミューゼ」が開館したのは2014/10/02です。2013年11月はまだ建設途上でした。

千曲川河川敷の桑畑であったこの区画に鐘紡上田工場が建設され、1937年に操業を始めました。当時の様子の映像がネット公開されています。
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/adDNCKbJH9U?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
（上田市マルチメディア情報センターの動画）

戦後は日本専売公社（後に日本たばこ）の工場となり、その跡地の再開発が進められてきました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/39/thumbnails/126464.jpg" alt="建設中のサントミューゼ2013/11/22" title="建設中のサントミューゼ2013/11/22" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126464">建設中のサントミューゼ2013/11/22</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126464">上田市の複合的文化施設「サントミューゼ」が開館したのは2014/10/02です。2013年11月はまだ建設途上でした。

千曲川河川敷の桑畑であったこの区画に鐘紡上田工場が建設され、1937年に操業を始めました。当時の様子の映像がネット公開されています。
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/adDNCKbJH9U?rel=0' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>
（上田市マルチメディア情報センターの動画）

戦後は日本専売公社（後に日本たばこ）の工場となり、その跡地の再開発が進められてきました。</a></td><td class="date">2023-12-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126419">12</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/841/126419.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「山林緑化運動に寄せて（『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁）」この記事には緑を植えることで民衆安定の基礎を確立することを目指していると書かれている。今でこそSDGsが国際社会共通の目的になっており、環境に優しいことが重要視されているように思うが、当時はその記事に賛同する人は少ないのではないかと思った。

▼この記事は以下から参照できます。
#1011 『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="山林緑化運動に寄せて（『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁）" title="山林緑化運動に寄せて（『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126419">山林緑化運動に寄せて（『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126419">この記事には緑を植えることで民衆安定の基礎を確立することを目指していると書かれている。今でこそSDGsが国際社会共通の目的になっており、環境に優しいことが重要視されているように思うが、当時はその記事に賛同する人は少ないのではないかと思った。

▼この記事は以下から参照できます。
#1011 『西塩田時報[戦後]』第14号(1948年4月25日)1頁</a></td><td class="date">2023-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126369">13</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=126368">14</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/832/126368.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西塩田時報　面白いと感じた記事　２」情報通信文化論　西塩田時報切り抜き２
この記事も自身がもう一つ選んだ記事と同じく、過去の日本の変化がみられる記事の一つで、第二次世界大戦が終わった日本が封建的思想から次第に目覚めていき、デモクラシー的な自由な世界となろうとしてる、といった記事であり、終戦後から大正デモクラシーにつながっていくであろう過程が分かるような記事になっており、これもまた自身が学んだ歴史を振り返っているようで面白いと感じました。西塩田時報vol.２　7ページ左上農村青年より"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="西塩田時報　面白いと感じた記事　２" title="西塩田時報　面白いと感じた記事　２" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126368">西塩田時報　面白いと感じた記事　２</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126368">情報通信文化論　西塩田時報切り抜き２
この記事も自身がもう一つ選んだ記事と同じく、過去の日本の変化がみられる記事の一つで、第二次世界大戦が終わった日本が封建的思想から次第に目覚めていき、デモクラシー的な自由な世界となろうとしてる、といった記事であり、終戦後から大正デモクラシーにつながっていくであろう過程が分かるような記事になっており、これもまた自身が学んだ歴史を振り返っているようで面白いと感じました。西塩田時報vol.２　7ページ左上農村青年より</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126367">15</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/832/126367.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西塩田時報　面白いと感じた記事１」情報通信文化論　西塩田時報切り抜き１
この一つ目の記事では終戦後一年目を迎えた日本の状況やその時代の青年に求められたことが読み取れる良い記事だと思いました。終戦後一年経った日本は依然として食糧問題が発生しており、農村に住んでいる青年の仕事ぶりが大事であるといったことや、「ポツダム宣言以来、日本の人々が好む好まずを関係なしに、民主主義的生活様式を採用せざるを得なかった」という文章から戦後に変わっていく日本が過去に自身が歴史の授業で学んだ通りに西塩田時報に描写されているのが個人的に面白く感じました。　西塩田時報vol.２　3ページ左下現代青年の任務より"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="西塩田時報　面白いと感じた記事１" title="西塩田時報　面白いと感じた記事１" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126367">西塩田時報　面白いと感じた記事１</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126367">情報通信文化論　西塩田時報切り抜き１
この一つ目の記事では終戦後一年目を迎えた日本の状況やその時代の青年に求められたことが読み取れる良い記事だと思いました。終戦後一年経った日本は依然として食糧問題が発生しており、農村に住んでいる青年の仕事ぶりが大事であるといったことや、「ポツダム宣言以来、日本の人々が好む好まずを関係なしに、民主主義的生活様式を採用せざるを得なかった」という文章から戦後に変わっていく日本が過去に自身が歴史の授業で学んだ通りに西塩田時報に描写されているのが個人的に面白く感じました。　西塩田時報vol.２　3ページ左下現代青年の任務より</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126366">16</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/823/126366.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ビタミンの話　西塩田公報」ビタミンが体に及ぼす良い影響がやビタミンの種類がたくさん記載されといる。
そのビタミンが取れる野菜や食べ物の種類も載っており面白いと感じた。


西塩田時報　戦後　第5号３頁"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="ビタミンの話　西塩田公報" title="ビタミンの話　西塩田公報" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126366">ビタミンの話　西塩田公報</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126366">ビタミンが体に及ぼす良い影響がやビタミンの種類がたくさん記載されといる。
そのビタミンが取れる野菜や食べ物の種類も載っており面白いと感じた。


西塩田時報　戦後　第5号３頁</a></td><td class="date">2023-12-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126350">17</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/822/126350.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「部落通信（「西塩田時報」戦後第1号　昭和２２年１月２５日）」村で行われた会議の日付と内容が書かれている。一般の方にも西塩田時報を通して情報が共有されたと考えられる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="部落通信（「西塩田時報」戦後第1号　昭和２２年１月２５日）" title="部落通信（「西塩田時報」戦後第1号　昭和２２年１月２５日）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126350">部落通信（「西塩田時報」戦後第1号　昭和２２年１月２５日）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126350">村で行われた会議の日付と内容が書かれている。一般の方にも西塩田時報を通して情報が共有されたと考えられる。</a></td><td class="date">2023-12-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126349">18</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/822/126349.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「伝染病の発生状況についいて（「西塩田時報」戦後第１8号　昭和23年9月25日）」記事の右下に伝染病の発生状況が載っている。具体的な数字を知ることは感染予防の促進にもつながる。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="伝染病の発生状況についいて（「西塩田時報」戦後第１8号　昭和23年9月25日）" title="伝染病の発生状況についいて（「西塩田時報」戦後第１8号　昭和23年9月25日）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126349">伝染病の発生状況についいて（「西塩田時報」戦後第１8号　昭和23年9月25日）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126349">記事の右下に伝染病の発生状況が載っている。具体的な数字を知ることは感染予防の促進にもつながる。</a></td><td class="date">2023-12-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126348">19</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/812/126348.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「品種試験結果　（『西塩田時報』戦後　第73号［1953年10月5日］）」塩田分校で行われてきた麦の品種試験についての結果を掲載した記事です。出穂期、成熟期、50cm間茎数などが細かく記されています。また、みすゞ大麦やユウヤケ小麦など面白い品種名も確認することができます。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="品種試験結果　（『西塩田時報』戦後　第73号［1953年10月5日］）" title="品種試験結果　（『西塩田時報』戦後　第73号［1953年10月5日］）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126348">品種試験結果　（『西塩田時報』戦後　第73号［1953年10月5日］）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126348">塩田分校で行われてきた麦の品種試験についての結果を掲載した記事です。出穂期、成熟期、50cm間茎数などが細かく記されています。また、みすゞ大麦やユウヤケ小麦など面白い品種名も確認することができます。</a></td><td class="date">2023-12-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126346">20</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/821/126346.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「訪ねて（西塩田時報「戦後」第42，43併号（1950年10月20日）１頁）」この短い枠のポップさとは反対に辛辣な内容がとてもいい。短い文の中で説得力が高いものを書いているところに面白味を感じた。

この記事は以下から参照できます。
＃1105　西塩田時報「戦後」第42，43併号（1950年10月20日）１頁"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="訪ねて（西塩田時報「戦後」第42，43併号（1950年10月20日）１頁）" title="訪ねて（西塩田時報「戦後」第42，43併号（1950年10月20日）１頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126346">訪ねて（西塩田時報「戦後」第42，43併号（1950年10月20日）１頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126346">この短い枠のポップさとは反対に辛辣な内容がとてもいい。短い文の中で説得力が高いものを書いているところに面白味を感じた。

この記事は以下から参照できます。
＃1105　西塩田時報「戦後」第42，43併号（1950年10月20日）１頁</a></td><td class="date">2023-12-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126340">21</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/813/126340.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「西塩田中学校増築工事報告（『西塩田時報［戦後］』第26号（1949年5月20日）1頁）」学校の工事の進行状況や工事費について書かれている記事。今の時代だと工事現場の付近に看板として表示されているようなものだが、この時代だと新聞の中で人々に知らせているのが珍しいと感じた。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="西塩田中学校増築工事報告（『西塩田時報［戦後］』第26号（1949年5月20日）1頁）" title="西塩田中学校増築工事報告（『西塩田時報［戦後］』第26号（1949年5月20日）1頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126340">西塩田中学校増築工事報告（『西塩田時報［戦後］』第26号（1949年5月20日）1頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126340">学校の工事の進行状況や工事費について書かれている記事。今の時代だと工事現場の付近に看板として表示されているようなものだが、この時代だと新聞の中で人々に知らせているのが珍しいと感じた。</a></td><td class="date">2023-12-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126334">22</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/818/126334.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「御用心　空巣ねらい（『西塩田時報[戦後]』第15号（1948年5月25日）1頁）」終戦後頻発していた空巣被害に対する注意喚起をしている。一般的な「空巣から家を守ろう」というメッセージだけでなく、「空巣をしないようにしよう」というメッセージが含まれていて当時の時代が反映されているところが面白い。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="御用心　空巣ねらい（『西塩田時報[戦後]』第15号（1948年5月25日）1頁）" title="御用心　空巣ねらい（『西塩田時報[戦後]』第15号（1948年5月25日）1頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126334">御用心　空巣ねらい（『西塩田時報[戦後]』第15号（1948年5月25日）1頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126334">終戦後頻発していた空巣被害に対する注意喚起をしている。一般的な「空巣から家を守ろう」というメッセージだけでなく、「空巣をしないようにしよう」というメッセージが含まれていて当時の時代が反映されているところが面白い。</a></td><td class="date">2023-12-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=126316">23</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/815/126316.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「青少年不良化対策 必要な補導育成（『西塩田時報[戦後]』第33号(1949年12月20日)3頁）」今でもいる不良。昔は、不良に対してどのような補導育成を行っていたかが、わかる記事です。

補導育成事項が11項目もあり、今でも適応されるようなことも書かれている。しかし、「（8）青年男女の集合して行う演劇、演藝会等は無軌道に陥らないように注意すること」と書かれており、別に不良に関係あるのかが微妙なラインのものまで書かれていた。不良のことについて細かく書いてあるのが面白いと思いました。
標語例を見て、現代に通じるものを感じてみてください。


▼この記事は以下から参照できます。
#1073 『西塩田時報[戦後]』第33号(1949年12月20日)3頁"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="青少年不良化対策 必要な補導育成（『西塩田時報[戦後]』第33号(1949年12月20日)3頁）" title="青少年不良化対策 必要な補導育成（『西塩田時報[戦後]』第33号(1949年12月20日)3頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=126316">青少年不良化対策 必要な補導育成（『西塩田時報[戦後]』第33号(1949年12月20日)3頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=126316">今でもいる不良。昔は、不良に対してどのような補導育成を行っていたかが、わかる記事です。

補導育成事項が11項目もあり、今でも適応されるようなことも書かれている。しかし、「（8）青年男女の集合して行う演劇、演藝会等は無軌道に陥らないように注意すること」と書かれており、別に不良に関係あるのかが微妙なラインのものまで書かれていた。不良のことについて細かく書いてあるのが面白いと思いました。
標語例を見て、現代に通じるものを感じてみてください。


▼この記事は以下から参照できます。
#1073 『西塩田時報[戦後]』第33号(1949年12月20日)3頁</a></td><td class="date">2023-12-06</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=124977">24</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=124953">25</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/680/124953.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「常盤町３０年のあゆみ　目次」常盤町３０年のあゆみ
　１．入居当時の常盤町
　２．昭和５０年当時の航空写真
　３．常盤町周辺の航空写真
　４．常盤町の歌
　５．常盤町地籍の小字図
　６．歴代自治会長
　７．完成近い自治会館
　８．発刊に当たって
　９．「常盤町３０年のあゆみ」
第１章　常盤町の自然と歴史
　第１節　大字常磐城地区の変貌
　第２節　自然の様子
　第３節　上田市の歴史
　第４節　常盤町周辺の寺社･史跡等
第２章　常盤町の団地造成と自治会の発足
　第１節　戦後の市内住宅事情と常盤団地の造成
　第２節　団地造成に対する生塚住民の協力
　第３節　県企業局の団地造成計画
　第４節　宅地区画と住民募集経過
　第５節　自治会の発足と自治会館建設
　第６節　当時の入居者構成分布
　第７節　初期の公共生活環境整備に向けて
"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="常盤町３０年のあゆみ　目次" title="常盤町３０年のあゆみ　目次" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=124953">常盤町３０年のあゆみ　目次</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=124953">常盤町３０年のあゆみ
　１．入居当時の常盤町
　２．昭和５０年当時の航空写真
　３．常盤町周辺の航空写真
　４．常盤町の歌
　５．常盤町地籍の小字図
　６．歴代自治会長
　７．完成近い自治会館
　８．発刊に当たって
　９．「常盤町３０年のあゆみ」
第１章　常盤町の自然と歴史
　第１節　大字常磐城地区の変貌
　第２節　自然の様子
　第３節　上田市の歴史
　第４節　常盤町周辺の寺社･史跡等
第２章　常盤町の団地造成と自治会の発足
　第１節　戦後の市内住宅事情と常盤団地の造成
　第２節　団地造成に対する生塚住民の協力
　第３節　県企業局の団地造成計画
　第４節　宅地区画と住民募集経過
　第５節　自治会の発足と自治会館建設
　第６節　当時の入居者構成分布
　第７節　初期の公共生活環境整備に向けて
</a></td><td class="date">2023-08-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55286">26</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/387/055286.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田紬」上田紬は、上田地方の農家や機屋で江戸時代からおられている織物です。初めは紬織物だったようですが、江戸中期以降上田縞と称する、より絹織物に近い風合いの織物が主流となりました。つむぎはもともと絹糸にできないくず繭を真綿にしてそれから紡いだ糸で織った製品ですので、いわば廃物利用品です。
上田紬は当初各農家の自家用として、地機や高機によっておられたようですが、その後生産に移行し、県外に大量に出荷され、布地の丈夫なこと、すぐれた染色によって、全国的に知られた特産物に発展してきました。
しかし、明治に入ってから徐々に衰退し第2次世界対戦中にはほとんど途絶えてしまいましたが、戦後復興され、現在では手織りと機械織りの両方で生産されています。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/387/thumbnails/055286.jpg" alt="上田紬" title="上田紬" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55286">上田紬</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55286">上田紬は、上田地方の農家や機屋で江戸時代からおられている織物です。初めは紬織物だったようですが、江戸中期以降上田縞と称する、より絹織物に近い風合いの織物が主流となりました。つむぎはもともと絹糸にできないくず繭を真綿にしてそれから紡いだ糸で織った製品ですので、いわば廃物利用品です。
上田紬は当初各農家の自家用として、地機や高機によっておられたようですが、その後生産に移行し、県外に大量に出荷され、布地の丈夫なこと、すぐれた染色によって、全国的に知られた特産物に発展してきました。
しかし、明治に入ってから徐々に衰退し第2次世界対戦中にはほとんど途絶えてしまいましたが、戦後復興され、現在では手織りと機械織りの両方で生産されています。</a></td><td class="date">2023-05-11</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=55267">27</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/420/055267.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「無量寿院の石碑たち」無量寿院は、阿弥陀仏（無量寿仏）に由来する寺院をさす。写真はその無量寿院のそばに建てられた数個の石碑。

一番左の石碑には日露戦後軍馬紀念碑とあるが、このほかにも馬力神や勝善神といった馬関連の石碑が深程には多くみられ、明治～大正の人々にとっての馬の重要性がうかがえた。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/420/thumbnails/055267.jpg" alt="無量寿院の石碑たち" title="無量寿院の石碑たち" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=55267">無量寿院の石碑たち</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=55267">無量寿院は、阿弥陀仏（無量寿仏）に由来する寺院をさす。写真はその無量寿院のそばに建てられた数個の石碑。

一番左の石碑には日露戦後軍馬紀念碑とあるが、このほかにも馬力神や勝善神といった馬関連の石碑が深程には多くみられ、明治～大正の人々にとっての馬の重要性がうかがえた。</a></td><td class="date">2023-05-10</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54612">28</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=54373">29</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/325/054373.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田紬の歴史＜復活＞」主に世界大恐慌により衰退した上田紬ですが、1945年頃の社会全体として終戦後の文化復興の動きに準じて、復活する動きが始まりました。
また、その動きに加え、高度成長期を機に、着物ブームが到来し、上田紬を作る織元が５０軒ほどに増加しました。当時はまだ、地方では着物を着る文化が残っていたため、需要が多くありました。
その後は、1980年代のバブル景気時がピークとなり、バブル崩壊や洋服形態の変化などにより、需要が減っていきました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/325/thumbnails/054373.jpg" alt="上田紬の歴史＜復活＞" title="上田紬の歴史＜復活＞" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54373">上田紬の歴史＜復活＞</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54373">主に世界大恐慌により衰退した上田紬ですが、1945年頃の社会全体として終戦後の文化復興の動きに準じて、復活する動きが始まりました。
また、その動きに加え、高度成長期を機に、着物ブームが到来し、上田紬を作る織元が５０軒ほどに増加しました。当時はまだ、地方では着物を着る文化が残っていたため、需要が多くありました。
その後は、1980年代のバブル景気時がピークとなり、バブル崩壊や洋服形態の変化などにより、需要が減っていきました。</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54368">30</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/660/054368.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「太郎山神社（2）」神社拝殿の登り口左側に、明治35年再建の入母屋瓦葺の二間四方板床の神楽殿があって、五月初めの春の例祭には東麓の山口の人たちによって、ここで太々神楽が奉納される。太々神楽というのは、神職が願主に代わって捧げる舞で、第二次大戦後は山口出生の男子を中心に、継承の責任を担っている。

https://jpsearch.go.jp/item/u001-UMS_001_251"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="太郎山神社（2）" title="太郎山神社（2）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54368">太郎山神社（2）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54368">神社拝殿の登り口左側に、明治35年再建の入母屋瓦葺の二間四方板床の神楽殿があって、五月初めの春の例祭には東麓の山口の人たちによって、ここで太々神楽が奉納される。太々神楽というのは、神職が願主に代わって捧げる舞で、第二次大戦後は山口出生の男子を中心に、継承の責任を担っている。

https://jpsearch.go.jp/item/u001-UMS_001_251</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54358">31</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/653/054358.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「終わりに」西塩田時報を読み進めていく中で、自分のテーマと関係のない面白い記事がいくつかあり、探求に時間がかかってしまった。
戦前の記事からは、まず「食」に関する記事を探すことが難しく、記事があっても、材料の栽培方法や保存方法について書かれていることが多いという印象を受けた。
戦後の記事からは、たくさんの「食」に関する記事を見つけることができ「家庭メモ」や「季節の料理」のような記事が多い印象を受けた。その中には現代でも食べられているメニューやレシピがあったが、食材の違いや、栄養素の偏りといった面で、現在とは大きく異なっていた。
戦前と戦後の記事から、戦前は材料の栽培保存、戦後はレシピや栄養素について書かれていることが多いと感じた。
このことから戦後は戦前に比べ、他国の食文化が普及したり、"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="終わりに" title="終わりに" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54358">終わりに</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54358">西塩田時報を読み進めていく中で、自分のテーマと関係のない面白い記事がいくつかあり、探求に時間がかかってしまった。
戦前の記事からは、まず「食」に関する記事を探すことが難しく、記事があっても、材料の栽培方法や保存方法について書かれていることが多いという印象を受けた。
戦後の記事からは、たくさんの「食」に関する記事を見つけることができ「家庭メモ」や「季節の料理」のような記事が多い印象を受けた。その中には現代でも食べられているメニューやレシピがあったが、食材の違いや、栄養素の偏りといった面で、現在とは大きく異なっていた。
戦前と戦後の記事から、戦前は材料の栽培保存、戦後はレシピや栄養素について書かれていることが多いと感じた。
このことから戦後は戦前に比べ、他国の食文化が普及したり、</a></td><td class="date">2023-02-01</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54346">32</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=54332">33</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/635/054332.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「現代青年の任務」終戦後の苦しさとこれからの政治に期待することが書かれている。
今後の青年の行動がどれだけ重要かが説かれている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="現代青年の任務" title="現代青年の任務" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54332">現代青年の任務</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54332">終戦後の苦しさとこれからの政治に期待することが書かれている。
今後の青年の行動がどれだけ重要かが説かれている。</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54319">34</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/653/054319.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「はじめに」西塩田時報の斜め読みで見つけた「うつかり喰へない菓子」という記事に面白みを感じ、当時の食生活をテーマにキュレーションを行うことにした。
時代の変化に伴う食生活の違いに興味を持ったため「戦前と戦後の食生活の違い」をテーマに記事をまとめた。
各記事の説明欄には、当該資料の私なりの要約が書かれている。
「終わりに」には資料を読んだ私なりの考察が書かれている。"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="はじめに" title="はじめに" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54319">はじめに</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54319">西塩田時報の斜め読みで見つけた「うつかり喰へない菓子」という記事に面白みを感じ、当時の食生活をテーマにキュレーションを行うことにした。
時代の変化に伴う食生活の違いに興味を持ったため「戦前と戦後の食生活の違い」をテーマに記事をまとめた。
各記事の説明欄には、当該資料の私なりの要約が書かれている。
「終わりに」には資料を読んだ私なりの考察が書かれている。</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54315">35</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/621/054315.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦時版の新聞③「プロパガンダ映画」とまとめ」映画までもプロパガンダとして利用されていたことが分かる記事である。
イギリス領インドの青年を日本人(岡倉天心等)が助けるといった内容であると書かれている。
実際の人物までもプロパガンダ映画で使われていたことに驚いた。
岡倉天心の「東洋は一つ」という言葉を都合よく解釈し、戦争に利用したように感じる。

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


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

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


▼この資料は以下から参照できます。
<a href=https://static.chunichi.co.jp/pdf/article/3644a289f4568ee51f3da205177da072.pdf?_gl=1*bafe1c*_ga*MTc2MTgxODkyOC4xNjc1MDU0MzA1*_ga_4EHYCN6SNM*MTY3NTEwMDY0My4yLjEuMTY3NTEwMjM3MC41OS4wLjA.*_ga_9H9L2202RR*MTY3NTEwMDY0My4yLjEuMTY3NTEwMjM2OS42MC4wLjA.&_ga=2.158981754.1571646507.1675054306-1761818928.1675054305>『中部日本戦時版』「</a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54314">36</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/621/054314.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦時版の新聞②」バチカン市国について書かれた記事である。しかし、内容は敵国(アメリカ、イギリス)に対する批判である。
現代の世界史とは違った視点から歴史を見ることができ、興味深く感じた。

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

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

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

▼この資料は以下から参照できます。
<a href=https://static.chunichi.co.jp/pdf/article/aa9ac2e0848e1812513f6f4b85befdfb.pdf?_gl=1*3hdhpn*_ga*MTc2MTgxODkyOC4xNjc1MDU0MzA1*_ga_4EHYCN6SNM*MTY3NTEwMDY0My4yLjEuMTY3NTEwMDgyNC41NC4wLjA.*_ga_9H9L2202RR*MTY3NTEwMDY0My4yLjEuMTY3NTEwMDgyMy41NS4wLjA.&_ga=2.206173523.1571646507.1675054306-1761818928.1675054305>『中部日本戦時版』「戦争と闘ふヴアチカン 非道へ法王の睨み」（昭和19年3月16日）</a></a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54313">37</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/621/054313.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦時版の新聞①」選民思想をかき立たせるような書き方をしている記事であるように感じる。
情報媒体が限られていた時代であるため、このような偏った情報でも疑いようもなく受け入れられていたのだろうか。

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

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

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

▼この資料は以下から参照できます。
<a href=https://static.chunichi.co.jp/pdf/article/3ab1cfa32e633a0e57493380114c4262.pdf?_gl=1*4cl5l1*_ga*MTc2MTgxODkyOC4xNjc1MDU0MzA1*_ga_4EHYCN6SNM*MTY3NTA1NDMwNi4xLjAuMTY3NTA1NDMwNy41OS4wLjA.*_ga_9H9L2202RR*MTY3NTA1NDMwNi4xLjAuMTY3NTA1NDMwNi42MC4wLjA.&_ga=2.200397422.1571646507.1675054306-1761818928.1675054305>『中部日本戦時版』「我等の身体 これぞ日本人の優秀性」（昭和19年3月2日）</a></a></td><td class="date">2023-01-31</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54253">38</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/627/054253.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「いなごの佃煮」県内全域の郷土料理。南信地域の伊那谷には、古くから昆虫食文化が根付いており、いなご、蜂の子、かいこ、ざざむしなどを食べる習慣がある。戦時中や戦後の食糧難では、少ない動物性たんぱくをとるための栄養補給源として食べられていた。いなごを捕って袋や容器に入れて一晩おき、お湯に通して洗う。洗ったいなごは、甘露煮や佃煮にすることが多い。昔に比べいなごの数も減少しており、生活や食文化の変化により各家庭で調理されることは少なくなってきたものの、今もなお伊那谷では昆虫食文化が残っている。

[いなごの佃煮 長野県 | うちの郷土料理：農林水産省](https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/inagono_tsuku_dani_nagano.html)より引用"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="いなごの佃煮" title="いなごの佃煮" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54253">いなごの佃煮</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54253">県内全域の郷土料理。南信地域の伊那谷には、古くから昆虫食文化が根付いており、いなご、蜂の子、かいこ、ざざむしなどを食べる習慣がある。戦時中や戦後の食糧難では、少ない動物性たんぱくをとるための栄養補給源として食べられていた。いなごを捕って袋や容器に入れて一晩おき、お湯に通して洗う。洗ったいなごは、甘露煮や佃煮にすることが多い。昔に比べいなごの数も減少しており、生活や食文化の変化により各家庭で調理されることは少なくなってきたものの、今もなお伊那谷では昆虫食文化が残っている。

[いなごの佃煮 長野県 | うちの郷土料理：農林水産省](https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/inagono_tsuku_dani_nagano.html)より引用</a></td><td class="date">2023-01-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54194">39</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/416/054194.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦後80年で人々の価値観はどう動いたのか」　戦後日本において、新幹線が開通し、オリンピックが開催され、インターネットが普及する間に、日本人の価値観・人生観はその生活の様相とともに大きく動いてきたように思われる。そこで、戦前の人々の価値観は、現在を生きる我々から見ていかに違うのかを研究する。

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

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

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

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

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

　このような記述がある。やはり根拠のない精神論や戦争を美化する意</a></td><td class="date">2023-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=54132">40</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=54118">41</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/591/054118.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「農民美術を再び普及させるには」私は課題探求ゼミナールで森林資源の活用方法として農民美術のこっぱ人形に利用できないかと考えていたため農民美術を再び普及させるためにはどうすればよいかを探求テーマとした。
農民美術は今からおよそ100年前に山本鼎によって提唱された。農村部の若者たちに手工芸品の技術を教え農閑期の副業としまた、それまで無縁であった美術活動への参加を促すものであった。上田市を拠点とし全国へと波及したが戦後は徐々に衰退した。
木っ端人形をふたたび普及させるためにまずは尾澤木彫美術館にて実際に木っ端人形の製作を体験した。実際に体験してみると道具の使い方が想像以上に難しいと感じた。また使用する道具も多く個人で気軽にできるものではないと感じた。
体験を踏まえて、講師による指導のもとで気軽に製作体験ができる体験会"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="農民美術を再び普及させるには" title="農民美術を再び普及させるには" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=54118">農民美術を再び普及させるには</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=54118">私は課題探求ゼミナールで森林資源の活用方法として農民美術のこっぱ人形に利用できないかと考えていたため農民美術を再び普及させるためにはどうすればよいかを探求テーマとした。
農民美術は今からおよそ100年前に山本鼎によって提唱された。農村部の若者たちに手工芸品の技術を教え農閑期の副業としまた、それまで無縁であった美術活動への参加を促すものであった。上田市を拠点とし全国へと波及したが戦後は徐々に衰退した。
木っ端人形をふたたび普及させるためにまずは尾澤木彫美術館にて実際に木っ端人形の製作を体験した。実際に体験してみると道具の使い方が想像以上に難しいと感じた。また使用する道具も多く個人で気軽にできるものではないと感じた。
体験を踏まえて、講師による指導のもとで気軽に製作体験ができる体験会</a></td><td class="date">2023-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42455">42</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/348/042455.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小説「前編」」連続小説の前編が描かれている。戦前の時報では、様々な情報を発信する手段として時報が利用されていた印象であるが、戦後では情報に加え絵や写真を用いた記事がたくさんあり、その当時の人々はこのような事を感じていないと思いますが、現代を生きる私が読んだ感想としては戦後の平穏な生活に一歩近づいているようなそんな雰囲気を読んでいて感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/348/thumbnails/042455.png" alt="小説「前編」" title="小説「前編」" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42455">小説「前編」</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42455">連続小説の前編が描かれている。戦前の時報では、様々な情報を発信する手段として時報が利用されていた印象であるが、戦後では情報に加え絵や写真を用いた記事がたくさんあり、その当時の人々はこのような事を感じていないと思いますが、現代を生きる私が読んだ感想としては戦後の平穏な生活に一歩近づいているようなそんな雰囲気を読んでいて感じました。</a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42440">43</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/642/042440.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「文芸・雑煮(『西塩田時報』第12号(1948年1月30日)4頁)」文芸のコーナーに掲載された小説。戦後の雰囲気を感じさせる。


▼この記事は以下から参照できます。
#1006『西塩田時報』第12号(1948年1月30日)4頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1006.jpg"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="文芸・雑煮(『西塩田時報』第12号(1948年1月30日)4頁)" title="文芸・雑煮(『西塩田時報』第12号(1948年1月30日)4頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42440">文芸・雑煮(『西塩田時報』第12号(1948年1月30日)4頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42440">文芸のコーナーに掲載された小説。戦後の雰囲気を感じさせる。


▼この記事は以下から参照できます。
#1006『西塩田時報』第12号(1948年1月30日)4頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1006.jpg</a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42432">44</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/529/042432.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「主食類盗難予防に就て（『西塩田時報』[戦後]第30号　1949年9月20日）」この時代でもまだお米は貴重なものであったことが分かった。盗んでいくものがお金ではなく、お米を盗んでいる所が今の時代には全く見当がつかないところで面白さを感じた。

▼この記事は以下から参照できます。
#1063 『西塩田時報[戦後]』第30号(1949年9月20日)3頁

https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1063.jpg"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="主食類盗難予防に就て（『西塩田時報』[戦後]第30号　1949年9月20日）" title="主食類盗難予防に就て（『西塩田時報』[戦後]第30号　1949年9月20日）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42432">主食類盗難予防に就て（『西塩田時報』[戦後]第30号　1949年9月20日）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42432">この時代でもまだお米は貴重なものであったことが分かった。盗んでいくものがお金ではなく、お米を盗んでいる所が今の時代には全く見当がつかないところで面白さを感じた。

▼この記事は以下から参照できます。
#1063 『西塩田時報[戦後]』第30号(1949年9月20日)3頁

https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1063.jpg</a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42411">45</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/638/042411.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「法律の施行内容、詳細に関する説明。」今回、私が紹介させてもらう記事は恩給法についての説明の箇所です。

当時、戦後による急速な時代の変化により法律改正があった際は一般国民にしらせるべく、あらゆるメディアを活用してその法律制度について説明がなされていたようです。昨今、法律改正が行われることがありますが細かい説明、項目までしっかり掲載されることは少なくなったと感じる点があります。私はこの当時の掲載の仕方が非常に効果的であると思ったので、現代にも反映させるべき点であると考えます。

(参考文献:西塩田広報第七六号 46頁)"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="法律の施行内容、詳細に関する説明。" title="法律の施行内容、詳細に関する説明。" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42411">法律の施行内容、詳細に関する説明。</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42411">今回、私が紹介させてもらう記事は恩給法についての説明の箇所です。

当時、戦後による急速な時代の変化により法律改正があった際は一般国民にしらせるべく、あらゆるメディアを活用してその法律制度について説明がなされていたようです。昨今、法律改正が行われることがありますが細かい説明、項目までしっかり掲載されることは少なくなったと感じる点があります。私はこの当時の掲載の仕方が非常に効果的であると思ったので、現代にも反映させるべき点であると考えます。

(参考文献:西塩田広報第七六号 46頁)</a></td><td class="date">2022-12-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=42383">46</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/253/042383.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「青年の聲　【『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁】」太平洋戦争が終結した際の日本国内の様子が書かれている。自分にとっては教科書的な内容であった国民主権や思想良心の自由への移行への国内の動向を知ることが出来た。今では当たり前にあるような考え方も当時は反発もあったようだ。現代とギャップが非常に興味深いものだった。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/253/thumbnails/042383.jpg" alt="青年の聲　【『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁】" title="青年の聲　【『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁】" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=42383">青年の聲　【『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁】</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=42383">太平洋戦争が終結した際の日本国内の様子が書かれている。自分にとっては教科書的な内容であった国民主権や思想良心の自由への移行への国内の動向を知ることが出来た。今では当たり前にあるような考え方も当時は反発もあったようだ。現代とギャップが非常に興味深いものだった。</a></td><td class="date">2022-12-25</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=30985">47</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/621/030985.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「シベリアの想いで(『西塩田時報[戦後]』第24号3頁)」ロシアの捕虜として満洲からシベリアに送られた人が書いた記事である。
シベリア送りになった捕虜は辛い目にあったんだろうなと悲惨な状況を想像して読んだが、想像していたものとは違い心温まる話だった。捕虜になった人々の悲惨な話はよくニュース等で聞くが、この記事のような温かい話は聞いたことも読んだこともなかったので新鮮だった。

▼この記事は以下から参照できます。
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1043.jpg>#1043 『西塩田時報[戦後]』第24号(1949年3月25日)3頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="シベリアの想いで(『西塩田時報[戦後]』第24号3頁)" title="シベリアの想いで(『西塩田時報[戦後]』第24号3頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=30985">シベリアの想いで(『西塩田時報[戦後]』第24号3頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=30985">ロシアの捕虜として満洲からシベリアに送られた人が書いた記事である。
シベリア送りになった捕虜は辛い目にあったんだろうなと悲惨な状況を想像して読んだが、想像していたものとは違い心温まる話だった。捕虜になった人々の悲惨な話はよくニュース等で聞くが、この記事のような温かい話は聞いたことも読んだこともなかったので新鮮だった。

▼この記事は以下から参照できます。
<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1043.jpg>#1043 『西塩田時報[戦後]』第24号(1949年3月25日)3頁</a></a></td><td class="date">2022-12-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=30972">48</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/623/030972.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「引揚者を暖かい気持ちをもって迎えましょう」過酷な環境から帰ってくる引揚者の人々に冷たい態度をとらず暖かく迎えましょうと呼びかける内容です。
第二次世界大戦が終わった後の記事で海外にとどまることを強いられた人々への思いやりや終戦後の日本の一体感が読み取れる記事です。
#965 『西塩田青年団報』第4号(1946年11月25日)3頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0965.jpg"><img src="https://www.d-commons.info/img/icon_png.gif" alt="引揚者を暖かい気持ちをもって迎えましょう" title="引揚者を暖かい気持ちをもって迎えましょう" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=30972">引揚者を暖かい気持ちをもって迎えましょう</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=30972">過酷な環境から帰ってくる引揚者の人々に冷たい態度をとらず暖かく迎えましょうと呼びかける内容です。
第二次世界大戦が終わった後の記事で海外にとどまることを強いられた人々への思いやりや終戦後の日本の一体感が読み取れる記事です。
#965 『西塩田青年団報』第4号(1946年11月25日)3頁
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0965.jpg</a></td><td class="date">2022-12-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=30970">49</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/622/030970.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「青年の聲　【『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁】」これは当時の太平洋戦争が終わりポツダム宣言を受諾した日本の意見が良く分かる記事です。おそらくこの記事のようにポツダム宣言に賛成した派と否定派で激しく争ったように感じ取れます。そのような昔の雰囲気を感じ取れる記事として面白く思えました。


▼この記事は以下から参照できます。
#985 『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁

<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0985.jpg>
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1261.jpg</a>"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="青年の聲　【『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁】" title="青年の聲　【『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁】" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=30970">青年の聲　【『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁】</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=30970">これは当時の太平洋戦争が終わりポツダム宣言を受諾した日本の意見が良く分かる記事です。おそらくこの記事のようにポツダム宣言に賛成した派と否定派で激しく争ったように感じ取れます。そのような昔の雰囲気を感じ取れる記事として面白く思えました。


▼この記事は以下から参照できます。
#985 『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁

<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0985.jpg>
https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1261.jpg</a></a></td><td class="date">2022-12-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=30969">50</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/622/030969.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「火の用心　【『西塩田青年団報（戦後）』第2号(1946年9月20日)3頁】」この記事は当時はかなりの災害だった火災に対する恐ろしさとその対策について書かれている記事です。しかし単なる災害防止の記事だけでなく読みやすいようユーモアがある筆者の独白なども書かれていて面白いです。


▼
この記事は以下から参照できます。
#957 『西塩田青年団報』第2号(1946年9月20日)3頁

<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0957.jpg>https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1261.jpg</a>"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="火の用心　【『西塩田青年団報（戦後）』第2号(1946年9月20日)3頁】" title="火の用心　【『西塩田青年団報（戦後）』第2号(1946年9月20日)3頁】" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=30969">火の用心　【『西塩田青年団報（戦後）』第2号(1946年9月20日)3頁】</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=30969">この記事は当時はかなりの災害だった火災に対する恐ろしさとその対策について書かれている記事です。しかし単なる災害防止の記事だけでなく読みやすいようユーモアがある筆者の独白なども書かれていて面白いです。


▼
この記事は以下から参照できます。
#957 『西塩田青年団報』第2号(1946年9月20日)3頁

<a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0957.jpg>https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1261.jpg</a></a></td><td class="date">2022-12-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11487">51</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④」蚕業を行っていた頃の農家の主婦についても現在の社会の状況と重なる部分が多々あります。
女性の労働について記録された書籍(「人権の確立と女性のあゆみ」 (平成14年)編集者　上田市誌編さん委員会　発行者　上田市・上田市誌刊行会より)に載っている写真を見ると、家の一角のような場所で女性や子どもが写っていたり、女性が男性に交じって働く写真があったり、特定の性別や年齢で限らず、人々の生活に蚕業が根付いていたように思われます。特に女性の仕事は家事育児、給桑作業や農作業など多岐にわたるように見受けられました。
同誌によると、

「明治から大正期に蚕糸業が全盛であった上田地域では、多くの農家の主婦が蚕の世話に始まる農作業や家事に追われ、目の回る忙しさでした。乳幼児をかかえた母親たちも例外ではなく、重"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田の蚕業について④" title="上田の蚕業について④" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11487">上田の蚕業について④</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11487">蚕業を行っていた頃の農家の主婦についても現在の社会の状況と重なる部分が多々あります。
女性の労働について記録された書籍(「人権の確立と女性のあゆみ」 (平成14年)編集者　上田市誌編さん委員会　発行者　上田市・上田市誌刊行会より)に載っている写真を見ると、家の一角のような場所で女性や子どもが写っていたり、女性が男性に交じって働く写真があったり、特定の性別や年齢で限らず、人々の生活に蚕業が根付いていたように思われます。特に女性の仕事は家事育児、給桑作業や農作業など多岐にわたるように見受けられました。
同誌によると、

「明治から大正期に蚕糸業が全盛であった上田地域では、多くの農家の主婦が蚕の世話に始まる農作業や家事に追われ、目の回る忙しさでした。乳幼児をかかえた母親たちも例外ではなく、重</a></td><td class="date">2022-11-28</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=11233">52</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/528/011233.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「みすゞ飴本舗」明治27年に上田倉庫株式会社の蚕繭集積倉庫として建築され、蚕繭出荷の前線基地として活躍した繭倉の一つです。
蚕都上田が盛んだった当時は数十棟の繭倉が上田駅前に軒を連ねていましたが、終戦後は生糸関連産業が急速に衰退し、昭和30年代から40年代前半にかけて次々と取り壊されていきました。
昭和45年、飯島商店（現在のみすゞ飴本舗）が諏訪倉庫から2棟の繭倉を購入し、現在も飯島商店事務棟・作業棟であるとともに、当時の蚕都上田について知ることができる貴重な産業遺産になっています。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="みすゞ飴本舗" title="みすゞ飴本舗" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=11233">みすゞ飴本舗</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=11233">明治27年に上田倉庫株式会社の蚕繭集積倉庫として建築され、蚕繭出荷の前線基地として活躍した繭倉の一つです。
蚕都上田が盛んだった当時は数十棟の繭倉が上田駅前に軒を連ねていましたが、終戦後は生糸関連産業が急速に衰退し、昭和30年代から40年代前半にかけて次々と取り壊されていきました。
昭和45年、飯島商店（現在のみすゞ飴本舗）が諏訪倉庫から2棟の繭倉を購入し、現在も飯島商店事務棟・作業棟であるとともに、当時の蚕都上田について知ることができる貴重な産業遺産になっています。</a></td><td class="date">2022-11-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=9570">53</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=9569">54</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/469/009569.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「長野飛行場跡地」長野県長野市大豆島には長野飛行場の跡地があります。長野飛行場は昭和14年に開場され、東京や大阪などに定期便が運行し、その2年後の昭和16年に軍用飛行場として利用されるようになりました。しかし昭和20年、太平洋戦争によって長野市は空襲に遭い、飛行場とその周辺の民家にまで被害が及びました。
戦後は民間飛行場としてセスナ機や鉄道機関、長野県警のヘリポートとして利用されていましたが、平成2年に閉鎖されました。現在は中学校や住宅が立ち並んでおり、一目見ただけでは跡地だとは分からないのですが、当時の滑走路は現在も道路として残っています。
現在の日本は戦争とは無縁のような社会ですが、この飛行場の歴史を知って、戦争というものを少し身近に感じました。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/469/thumbnails/009569.jpg" alt="長野飛行場跡地" title="長野飛行場跡地" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=9569">長野飛行場跡地</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=9569">長野県長野市大豆島には長野飛行場の跡地があります。長野飛行場は昭和14年に開場され、東京や大阪などに定期便が運行し、その2年後の昭和16年に軍用飛行場として利用されるようになりました。しかし昭和20年、太平洋戦争によって長野市は空襲に遭い、飛行場とその周辺の民家にまで被害が及びました。
戦後は民間飛行場としてセスナ機や鉄道機関、長野県警のヘリポートとして利用されていましたが、平成2年に閉鎖されました。現在は中学校や住宅が立ち並んでおり、一目見ただけでは跡地だとは分からないのですが、当時の滑走路は現在も道路として残っています。
現在の日本は戦争とは無縁のような社会ですが、この飛行場の歴史を知って、戦争というものを少し身近に感じました。</a></td><td class="date">2022-08-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8854">55</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/463/008854.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「すべての和牛は但馬に通ず」但馬牛とは、但馬が誇る名産品の一つです。

但馬牛は日本三大和牛の素牛とされています。

明治初期から、和牛の品種改良が行われましたが失敗し、終戦後には、純血の和牛は絶滅したと思われていました。
しかし、奇跡的に但馬地域の香美町小代区の山深い里で、純血の但馬牛が残っていることが分かり、和牛を復活させることができました。

現在では、全国の黒毛和牛の９９．９％が、但馬牛の血を引いていると言われています。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/463/thumbnails/008854.png" alt="すべての和牛は但馬に通ず" title="すべての和牛は但馬に通ず" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8854">すべての和牛は但馬に通ず</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8854">但馬牛とは、但馬が誇る名産品の一つです。

但馬牛は日本三大和牛の素牛とされています。

明治初期から、和牛の品種改良が行われましたが失敗し、終戦後には、純血の和牛は絶滅したと思われていました。
しかし、奇跡的に但馬地域の香美町小代区の山深い里で、純血の但馬牛が残っていることが分かり、和牛を復活させることができました。

現在では、全国の黒毛和牛の９９．９％が、但馬牛の血を引いていると言われています。</a></td><td class="date">2022-05-05</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8717">56</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=8649">57</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/436/008649.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「新憲法とポツダム宣言」この記事ではこれまでの明治憲法を否定し、新しい日本国憲法を肯定してどのようなメリットがあるかを詳しく解説している。終戦を迎えてから2年後に刊行された記事であるが、国民にはあまり定着していなかったことがよく分かる。


『西塩田時報「戦後」』第5号（1947年5月20日）2頁より"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/436/thumbnails/008649.jpg" alt="新憲法とポツダム宣言" title="新憲法とポツダム宣言" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8649">新憲法とポツダム宣言</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8649">この記事ではこれまでの明治憲法を否定し、新しい日本国憲法を肯定してどのようなメリットがあるかを詳しく解説している。終戦を迎えてから2年後に刊行された記事であるが、国民にはあまり定着していなかったことがよく分かる。


『西塩田時報「戦後」』第5号（1947年5月20日）2頁より</a></td><td class="date">2022-02-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8648">58</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/436/008648.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦後の選挙」1947年4月25日金曜日には第23回衆議院議員選挙が行われた。この時期から民主化に向けて選挙運動が活発に行われていたことがよく分かる。


『西塩田時報「戦後」』第4号（1947年4月20年）1頁"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/436/thumbnails/008648.jpg" alt="戦後の選挙" title="戦後の選挙" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8648">戦後の選挙</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8648">1947年4月25日金曜日には第23回衆議院議員選挙が行われた。この時期から民主化に向けて選挙運動が活発に行われていたことがよく分かる。


『西塩田時報「戦後」』第4号（1947年4月20年）1頁</a></td><td class="date">2022-02-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8646">59</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/436/008646.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「貰い風呂」戦後の日本では持ち風呂の所有率が低く、祖母の実家では「貰い湯」をしいたそうだ。東京特殊電線という会社では無料で大衆浴場を開放していたためよく利用していたらしい。

祖母の話より"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/436/thumbnails/008646.jpg" alt="貰い風呂" title="貰い風呂" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8646">貰い風呂</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8646">戦後の日本では持ち風呂の所有率が低く、祖母の実家では「貰い湯」をしいたそうだ。東京特殊電線という会社では無料で大衆浴場を開放していたためよく利用していたらしい。

祖母の話より</a></td><td class="date">2022-02-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8645">60</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/436/008645.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「食糧難」当時の上田は全体的に食糧が不足していたが、田んぼや畑を所有しているごく一部の人たちは周りに比べると豊かな生活をしていたそうだ。

祖母の話より"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/436/thumbnails/008645.png" alt="食糧難" title="食糧難" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8645">食糧難</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8645">当時の上田は全体的に食糧が不足していたが、田んぼや畑を所有しているごく一部の人たちは周りに比べると豊かな生活をしていたそうだ。

祖母の話より</a></td><td class="date">2022-02-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8644">61</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/436/008644.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「小学校でのくじ引き」祖母の通っていた小学校では進駐軍が児童をグラウンドに集めてくじ引きによって物資を配給していたそうだ。ノートなどの学習道具が多かったが高価な景品だと靴があったらしい。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/436/thumbnails/008644.jpg" alt="小学校でのくじ引き" title="小学校でのくじ引き" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8644">小学校でのくじ引き</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8644">祖母の通っていた小学校では進駐軍が児童をグラウンドに集めてくじ引きによって物資を配給していたそうだ。ノートなどの学習道具が多かったが高価な景品だと靴があったらしい。</a></td><td class="date">2022-02-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8636">62</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/448/008636.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「「私の地域探求」一覧(情報通信文化論2021成果物)」<font color=orange>★</font>：マイテーマ　<font color=orange>◆</font>：探求者のマイサイトにリンク　【１】～【７】の地域は上田

<b>【１】上田の歴史</b>
<font color=orange>★</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/yoto1221?t=138>1「上田藩第6代藩主 松平忠固」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/yoto1221>yo-to</a>)
<font color=orange>★</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/joji20021984?t=12>2「上田の歴史（貿易、蚕糸業、金融）」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/joji20021984>じょうじ</a>)
<font color=orange>◆</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/urio815>3「明治の上田での生活」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/urio815>Ｔ</a>)
<font color=orange>★</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/2611418790no?t=150>4「戦時中の暮らしについて」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/2611418790no>みるくた"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/448/thumbnails/008636.jpg" alt="「私の地域探求」一覧(情報通信文化論2021成果物)" title="「私の地域探求」一覧(情報通信文化論2021成果物)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8636">「私の地域探求」一覧(情報通信文化論2021成果物)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8636"><font color=orange>★</font>：マイテーマ　<font color=orange>◆</font>：探求者のマイサイトにリンク　【１】～【７】の地域は上田

<b>【１】上田の歴史</b>
<font color=orange>★</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/yoto1221?t=138>1「上田藩第6代藩主 松平忠固」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/yoto1221>yo-to</a>)
<font color=orange>★</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/joji20021984?t=12>2「上田の歴史（貿易、蚕糸業、金融）」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/joji20021984>じょうじ</a>)
<font color=orange>◆</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/urio815>3「明治の上田での生活」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/urio815>Ｔ</a>)
<font color=orange>★</font><a href=https://d-commons.net/uedagaku/2611418790no?t=150>4「戦時中の暮らしについて」</a>(探求者：<a href=https://d-commons.net/uedagaku/2611418790no>みるくた</a></td><td class="date">2022-02-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8569">63</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/420/008569.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「まとめ」食生活に関する記事を探すことを主眼に置いて西塩田時報を最後まで読んでみたが、探していたジャンル以外の記事であっても、少し目を通してみると案外面白く感じる言い回しなどが見つかり、意外と楽しく読めた。

また、通して読んだことによる発見として、戦前の記事では栽培法や家畜の育て方についてのものが多く、レシピは漬物などシンプルなものばかりであったが、戦後の記事ではそれらに加えて多少凝ったレシピについての記事もみられるようになった。

それまでは日持ちさせるための工夫であったレシピが、時代とともにさらに幅広い食事を楽しむためのものに変化していったことの表れだろうか。

掲載されている中には現在でも食べられているようなレシピもあったが、当時の人々がみな、時報に掲載されているような十分な食事"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/420/thumbnails/008569.jpg" alt="まとめ" title="まとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8569">まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8569">食生活に関する記事を探すことを主眼に置いて西塩田時報を最後まで読んでみたが、探していたジャンル以外の記事であっても、少し目を通してみると案外面白く感じる言い回しなどが見つかり、意外と楽しく読めた。

また、通して読んだことによる発見として、戦前の記事では栽培法や家畜の育て方についてのものが多く、レシピは漬物などシンプルなものばかりであったが、戦後の記事ではそれらに加えて多少凝ったレシピについての記事もみられるようになった。

それまでは日持ちさせるための工夫であったレシピが、時代とともにさらに幅広い食事を楽しむためのものに変化していったことの表れだろうか。

掲載されている中には現在でも食べられているようなレシピもあったが、当時の人々がみな、時報に掲載されているような十分な食事</a></td><td class="date">2022-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8568">64</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/420/008568.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「あたたかい冬の料理の作り方（『西塩田時報［戦後］』第33号（1949年12月20日）4頁）」シチュー、カレー、うどん。これら3つはどれも、現在でも親しまれている、冬にぴったりな料理である。しかしレシピの内容を見てみると、シチューでは鮭のかわり、カレーでは肉のかわりにイナゴやサナギを使うという。

一方の南瓜うどんの項には「暖かい変った野菜ウドンができて面白い」とあるが、魚や肉の代わりとしてイナゴやサナギを用いていたことの方が、文化として余程興味深いと感じた。


▼資料出典元
#1074 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1074.jpg>『西塩田時報[戦後]』第33号(1949年12月20日)4頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/420/thumbnails/008568.jpg" alt="あたたかい冬の料理の作り方（『西塩田時報［戦後］』第33号（1949年12月20日）4頁）" title="あたたかい冬の料理の作り方（『西塩田時報［戦後］』第33号（1949年12月20日）4頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8568">あたたかい冬の料理の作り方（『西塩田時報［戦後］』第33号（1949年12月20日）4頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8568">シチュー、カレー、うどん。これら3つはどれも、現在でも親しまれている、冬にぴったりな料理である。しかしレシピの内容を見てみると、シチューでは鮭のかわり、カレーでは肉のかわりにイナゴやサナギを使うという。

一方の南瓜うどんの項には「暖かい変った野菜ウドンができて面白い」とあるが、魚や肉の代わりとしてイナゴやサナギを用いていたことの方が、文化として余程興味深いと感じた。


▼資料出典元
#1074 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1074.jpg>『西塩田時報[戦後]』第33号(1949年12月20日)4頁</a></a></td><td class="date">2022-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8567">65</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/420/008567.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「食生活（『西塩田青年団報』第4号（1946年11月25日）2頁）」見出しに惹かれ読むと、想像より重い内容であった。私の本来のテーマからは少しばかり脱線しているかもしれないが、紹介させていただく。

敗戦にからめ、「武士は食わねど高楊枝」「腹が減っては戦ができぬ」といういわば真逆ともいえる二つのことわざに言及し、食の大切さを語る。

人間らしさとは何かを問うこの文章からは何とも言えない悲壮感が伝わってくる。敗戦後1年3ヶ月ほど経過した段階では、相変わらぬ絶望感がまだ日本中に漂っていたのだろう。


▼資料出典元
#964 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0964.jpg>『西塩田青年団報』第4号(1946年11月25日)2頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/420/thumbnails/008567.jpg" alt="食生活（『西塩田青年団報』第4号（1946年11月25日）2頁）" title="食生活（『西塩田青年団報』第4号（1946年11月25日）2頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8567">食生活（『西塩田青年団報』第4号（1946年11月25日）2頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8567">見出しに惹かれ読むと、想像より重い内容であった。私の本来のテーマからは少しばかり脱線しているかもしれないが、紹介させていただく。

敗戦にからめ、「武士は食わねど高楊枝」「腹が減っては戦ができぬ」といういわば真逆ともいえる二つのことわざに言及し、食の大切さを語る。

人間らしさとは何かを問うこの文章からは何とも言えない悲壮感が伝わってくる。敗戦後1年3ヶ月ほど経過した段階では、相変わらぬ絶望感がまだ日本中に漂っていたのだろう。


▼資料出典元
#964 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0964.jpg>『西塩田青年団報』第4号(1946年11月25日)2頁</a></a></td><td class="date">2022-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8561">66</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田紬について③」上田紬が高級品になった背景

終戦後、まだ衣類が欠乏していた頃、商工省は京都のコブラン機とともに上田紬など数種を、技術保存織物として自由商品に指定した。
などの数種を、技術保存織物として自由商品に指定した。農家の家内生産によって、ほそぼそ自家用を織りだす程度であって、絹紬が機業として再開していく機会が、なかなか熟さないでいた。このとき昭和24～5年頃から、神科出身で元蒙古自治政府最高顧問をされた故金井章次氏は、軍放出の真綿を利用して糸を紡ぐことを提唱、農村副業による手織りのなかから紬織りの再興を考えた。草木染の紬織りを現代に生かそうと苦心をされる一方、草木染料や媒染材の化学研究をされて、生産量の増大や、新販路の開拓のことに努力をはらわれた。江戸時代からの上田縞・上田紬の名声は、特"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="上田紬について③" title="上田紬について③" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8561">上田紬について③</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8561">上田紬が高級品になった背景

終戦後、まだ衣類が欠乏していた頃、商工省は京都のコブラン機とともに上田紬など数種を、技術保存織物として自由商品に指定した。
などの数種を、技術保存織物として自由商品に指定した。農家の家内生産によって、ほそぼそ自家用を織りだす程度であって、絹紬が機業として再開していく機会が、なかなか熟さないでいた。このとき昭和24～5年頃から、神科出身で元蒙古自治政府最高顧問をされた故金井章次氏は、軍放出の真綿を利用して糸を紡ぐことを提唱、農村副業による手織りのなかから紬織りの再興を考えた。草木染の紬織りを現代に生かそうと苦心をされる一方、草木染料や媒染材の化学研究をされて、生産量の増大や、新販路の開拓のことに努力をはらわれた。江戸時代からの上田縞・上田紬の名声は、特</a></td><td class="date">2022-02-09</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8518">67</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「第二次世界大戦以後の上田紬」第二次世界大戦以後の上田紬
終戦後、まだ衣類が欠乏していた頃、商工省は京都のコブラン機とともに上田紬など数種を、技術保存織物として自由商品に指定した。
などの数種を、技術保存織物として自由商品に指定した。農家の家内生産によって、ほそぼそ自家用を織りだす程度であって、絹紬が機業として再開していく機会が、なかなか熟さないでいた。このとき昭和24～5年頃から、神科出身で元蒙古自治政府最高顧問をされた故金井章次氏は、軍放出の真綿を利用して糸を紡ぐことを提唱、農村副業による手織りのなかから紬織りの再興を考えた。草木染の紬織りを現代に生かそうと苦心をされる一方、草木染料や媒染材の化学研究をされて、生産量の増大や、新販路の開拓のことに努力をはらわれた。江戸時代からの上田縞・上田紬の名声は、特有"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="第二次世界大戦以後の上田紬" title="第二次世界大戦以後の上田紬" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8518">第二次世界大戦以後の上田紬</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8518">第二次世界大戦以後の上田紬
終戦後、まだ衣類が欠乏していた頃、商工省は京都のコブラン機とともに上田紬など数種を、技術保存織物として自由商品に指定した。
などの数種を、技術保存織物として自由商品に指定した。農家の家内生産によって、ほそぼそ自家用を織りだす程度であって、絹紬が機業として再開していく機会が、なかなか熟さないでいた。このとき昭和24～5年頃から、神科出身で元蒙古自治政府最高顧問をされた故金井章次氏は、軍放出の真綿を利用して糸を紡ぐことを提唱、農村副業による手織りのなかから紬織りの再興を考えた。草木染の紬織りを現代に生かそうと苦心をされる一方、草木染料や媒染材の化学研究をされて、生産量の増大や、新販路の開拓のことに努力をはらわれた。江戸時代からの上田縞・上田紬の名声は、特有</a></td><td class="date">2022-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8507">68</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/438/008507.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「第二次世界大戦以後の上田紬」終戦後、まだ衣類が欠乏していた頃、商工省は京都のコブラン機とともに上田紬など数種を、技術保存織物として自由商品に指定した。
などの数種を、技術保存織物として自由商品に指定した。農家の家内生産によって、ほそぼそ自家用を織りだす程度であって、絹紬が機業として再開していく機会が、なかなか熟さないでいた。このとき昭和24～5年頃から、神科出身で元蒙古自治政府最高顧問をされた故金井章次氏は、軍放出の真綿を利用して糸を紡ぐことを提唱、農村副業による手織りのなかから紬織りの再興を考えた。草木染の紬織りを現代に生かそうと苦心をされる一方、草木染料や媒染材の化学研究をされて、生産量の増大や、新販路の開拓のことに努力をはらわれた。江戸時代からの上田縞・上田紬の名声は、特有の風合や柄模様にもあったが"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/438/thumbnails/008507.jpg" alt="第二次世界大戦以後の上田紬" title="第二次世界大戦以後の上田紬" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8507">第二次世界大戦以後の上田紬</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8507">終戦後、まだ衣類が欠乏していた頃、商工省は京都のコブラン機とともに上田紬など数種を、技術保存織物として自由商品に指定した。
などの数種を、技術保存織物として自由商品に指定した。農家の家内生産によって、ほそぼそ自家用を織りだす程度であって、絹紬が機業として再開していく機会が、なかなか熟さないでいた。このとき昭和24～5年頃から、神科出身で元蒙古自治政府最高顧問をされた故金井章次氏は、軍放出の真綿を利用して糸を紡ぐことを提唱、農村副業による手織りのなかから紬織りの再興を考えた。草木染の紬織りを現代に生かそうと苦心をされる一方、草木染料や媒染材の化学研究をされて、生産量の増大や、新販路の開拓のことに努力をはらわれた。江戸時代からの上田縞・上田紬の名声は、特有の風合や柄模様にもあったが</a></td><td class="date">2022-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8491">69</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/432/008491.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田紬が庶民的なものから高級品になるまで～戦後以降～」第二次世界大戦以後の上田紬
終戦後、まだ衣類が欠乏していた頃、商工省は京都のコブラン機とともに上田紬など数種を、技術保存織物として自由商品に指定した。
などの数種を、技術保存織物として自由商品に指定した。農家の家内生産によって、ほそぼそ自家用を織りだす程度であって、絹紬が機業として再開していく機会が、なかなか熟さないでいた。このとき昭和24～5年頃から、神科出身で元蒙古自治政府最高顧問をされた故金井章次氏は、軍放出の真綿を利用して糸を紡ぐことを提唱、農村副業による手織りのなかから紬織りの再興を考えた。草木染の紬織りを現代に生かそうと苦心をされる一方、草木染料や媒染材の化学研究をされて、生産量の増大や、新販路の開拓のことに努力をはらわれた。江戸時代からの上田縞・上田紬の名声は、特有"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/432/thumbnails/008491.jpg" alt="上田紬が庶民的なものから高級品になるまで～戦後以降～" title="上田紬が庶民的なものから高級品になるまで～戦後以降～" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8491">上田紬が庶民的なものから高級品になるまで～戦後以降～</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8491">第二次世界大戦以後の上田紬
終戦後、まだ衣類が欠乏していた頃、商工省は京都のコブラン機とともに上田紬など数種を、技術保存織物として自由商品に指定した。
などの数種を、技術保存織物として自由商品に指定した。農家の家内生産によって、ほそぼそ自家用を織りだす程度であって、絹紬が機業として再開していく機会が、なかなか熟さないでいた。このとき昭和24～5年頃から、神科出身で元蒙古自治政府最高顧問をされた故金井章次氏は、軍放出の真綿を利用して糸を紡ぐことを提唱、農村副業による手織りのなかから紬織りの再興を考えた。草木染の紬織りを現代に生かそうと苦心をされる一方、草木染料や媒染材の化学研究をされて、生産量の増大や、新販路の開拓のことに努力をはらわれた。江戸時代からの上田縞・上田紬の名声は、特有</a></td><td class="date">2022-02-08</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8400">70</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「キュレーションのまとめ」　電線の無電柱化は、景観の向上・災害時の被害の軽減・防災時に自治体が緊急輸送路に指定している道路のためなど、自然災害が多く観光や地域文化や歴史を大切にしている日本にとって、これからの日本の未来を担う大切な取り組みだと感じた。
　電線と電柱は太平洋戦争終戦後、戦後の日本の経済復興として、急増する電力や通信需要を支えるためにたくさん建てられてきたものです。そのため、経済のために活躍してきてくれた電線と電柱に感謝しながら、次世代の無電柱化の日本をこの上田市も積極的に目指していければと思う。"><img src="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" alt="キュレーションのまとめ" title="キュレーションのまとめ" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8400">キュレーションのまとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8400">　電線の無電柱化は、景観の向上・災害時の被害の軽減・防災時に自治体が緊急輸送路に指定している道路のためなど、自然災害が多く観光や地域文化や歴史を大切にしている日本にとって、これからの日本の未来を担う大切な取り組みだと感じた。
　電線と電柱は太平洋戦争終戦後、戦後の日本の経済復興として、急増する電力や通信需要を支えるためにたくさん建てられてきたものです。そのため、経済のために活躍してきてくれた電線と電柱に感謝しながら、次世代の無電柱化の日本をこの上田市も積極的に目指していければと思う。</a></td><td class="date">2022-02-02</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8391">71</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/img/noimage.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「まとめ」戦後の生活を見る事例の一つとして今回調査を行ったが、歴史の教科書には載っていないような、終戦後立ち直っていく住民の姿がありありとみることができた。
具体的には、GHQが取り組んだ民主化が地方にも広がっていたことや、政治参加への意欲が現代よりかなり高かったことがわかり、良い学びになったと思う。

[参考資料]
『西塩田時報』Vol.2(戦後編1946～1956)ページごとの画像(https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?id=3622)　みんなでつくる信州上田デジタルマップ　信州上田学アーカイブ"><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=8391">まとめ</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8391">戦後の生活を見る事例の一つとして今回調査を行ったが、歴史の教科書には載っていないような、終戦後立ち直っていく住民の姿がありありとみることができた。
具体的には、GHQが取り組んだ民主化が地方にも広がっていたことや、政治参加への意欲が現代よりかなり高かったことがわかり、良い学びになったと思う。

[参考資料]
『西塩田時報』Vol.2(戦後編1946～1956)ページごとの画像(https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?id=3622)　みんなでつくる信州上田デジタルマップ　信州上田学アーカイブ</a></td><td class="date">2022-02-02</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8329">72</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/431/008329.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「呉市の歴史」広島県呉市は、面積35,318平方キロメートル、人口213,640人と広島県三番目の都市。

平安時代に遣唐使の往来があったことや、平清盛が関係した「音頭の瀬戸」からも分かるように、古くから海と船にゆかりのある地域である。

明治時代には、海軍の拠点の一つとして海軍の鎮守府を置き、軍港と共に発展を遂げる。

海軍開庁時に、人口も増加に転じ、ピーク時には400,000人にも上り、職人だけで30,000人もいたが現在は半減し、尚も減少傾向にある。

終戦後、「旧軍港転換法」の成立により、現在の産業の発展の糧となる。

海軍の施設は、観光資源としても再利用され、毎年多くの観光客が訪れる。

2016年には、映画「この世界の片隅に」がヒットし、再び注目を浴びる。

出典：「富国強兵とひろしま～軍港呉～」
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploade"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/431/thumbnails/008329.png" alt="呉市の歴史" title="呉市の歴史" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8329">呉市の歴史</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8329">広島県呉市は、面積35,318平方キロメートル、人口213,640人と広島県三番目の都市。

平安時代に遣唐使の往来があったことや、平清盛が関係した「音頭の瀬戸」からも分かるように、古くから海と船にゆかりのある地域である。

明治時代には、海軍の拠点の一つとして海軍の鎮守府を置き、軍港と共に発展を遂げる。

海軍開庁時に、人口も増加に転じ、ピーク時には400,000人にも上り、職人だけで30,000人もいたが現在は半減し、尚も減少傾向にある。

終戦後、「旧軍港転換法」の成立により、現在の産業の発展の糧となる。

海軍の施設は、観光資源としても再利用され、毎年多くの観光客が訪れる。

2016年には、映画「この世界の片隅に」がヒットし、再び注目を浴びる。

出典：「富国強兵とひろしま～軍港呉～」
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploade</a></td><td class="date">2022-01-29</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8304">73</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/394/008304.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「働くものが幸福になる！民主政府は総選挙で(『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)１頁)」これから選挙に臨む村民達に、勤勉に働く者が損をしないような社会を作るべく考えて投票を行うことを促している記事。

そのために、どのように投票するのがいいのかを解説しているのがわかりやすく、政治に疎い読み手のことを考えているな、と思う一方、現代では自由な投票を歪める可能性があるのであまり推奨されることではないようにも思う。また、女性の選挙権を求める記事も同時掲載しているのが、差別撤廃を目指す時代性を表していると感じる。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/394/thumbnails/008304.jpg" alt="働くものが幸福になる！民主政府は総選挙で(『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)１頁)" title="働くものが幸福になる！民主政府は総選挙で(『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)１頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8304">働くものが幸福になる！民主政府は総選挙で(『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)１頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8304">これから選挙に臨む村民達に、勤勉に働く者が損をしないような社会を作るべく考えて投票を行うことを促している記事。

そのために、どのように投票するのがいいのかを解説しているのがわかりやすく、政治に疎い読み手のことを考えているな、と思う一方、現代では自由な投票を歪める可能性があるのであまり推奨されることではないようにも思う。また、女性の選挙権を求める記事も同時掲載しているのが、差別撤廃を目指す時代性を表していると感じる。</a></td><td class="date">2022-01-27</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8274">74</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=8237">75</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/428/008237.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「上田映劇の歴史　昭和まで」1917年に末広座跡に上田劇場が開館した。
　当時は芝居、落語、講談、浪曲、歌謡などが催された。
　上田劇場の前身となるのは末広座だが、末広座の開館日は不明である。
　しかし、1912年の上田町地図に末広座、中村座が載っているとのことから
1912年以前に開館されていたと思われる。

1922年に発行された「上田市街明細図」に上田劇場、上田電機館、中村座が載っている。
　1919年に「上田演芸館」というのも開館されたとされているが
　詳しい場所の情報が無いため、上田市街明細図から探し出すことが困難だった。
昭和初期（1926～1932？）頃に上映するものを映画中心とし、
上田映画劇場と名称を変更。
1960年代後半　映画の人気がピークに至る。
1964年　桟敷（さじき）席から現在の椅子席（270席）に改築された。
映画館の話題から少"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/428/thumbnails/008237.jpg" alt="上田映劇の歴史　昭和まで" title="上田映劇の歴史　昭和まで" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8237">上田映劇の歴史　昭和まで</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8237">1917年に末広座跡に上田劇場が開館した。
　当時は芝居、落語、講談、浪曲、歌謡などが催された。
　上田劇場の前身となるのは末広座だが、末広座の開館日は不明である。
　しかし、1912年の上田町地図に末広座、中村座が載っているとのことから
1912年以前に開館されていたと思われる。

1922年に発行された「上田市街明細図」に上田劇場、上田電機館、中村座が載っている。
　1919年に「上田演芸館」というのも開館されたとされているが
　詳しい場所の情報が無いため、上田市街明細図から探し出すことが困難だった。
昭和初期（1926～1932？）頃に上映するものを映画中心とし、
上田映画劇場と名称を変更。
1960年代後半　映画の人気がピークに至る。
1964年　桟敷（さじき）席から現在の椅子席（270席）に改築された。
映画館の話題から少</a></td><td class="date">2022-01-26</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8198">76</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=8170">77</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/409/008170.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「富士宮駅１番線ホーム」以前創価学会専用列車が発着していた時に使用されていたホーム。
富士宮には日蓮正宗の総本山、大石寺があったため、戦後は創価学会が大石寺参詣を目的とし、創価学会団体専用列車、通称「創臨」が東京から直で富士宮駅にまで発着していた。しかし、1991年日蓮正宗が創価学会を破門したのをきっかけに本数は激減し、現在は運行されていない。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/409/thumbnails/008170.jpg" alt="富士宮駅１番線ホーム" title="富士宮駅１番線ホーム" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8170">富士宮駅１番線ホーム</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8170">以前創価学会専用列車が発着していた時に使用されていたホーム。
富士宮には日蓮正宗の総本山、大石寺があったため、戦後は創価学会が大石寺参詣を目的とし、創価学会団体専用列車、通称「創臨」が東京から直で富士宮駅にまで発着していた。しかし、1991年日蓮正宗が創価学会を破門したのをきっかけに本数は激減し、現在は運行されていない。</a></td><td class="date">2022-01-23</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=8024">78</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/426/008024.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「こんな虫も食べるの!?」　現代では虫を食べるという習慣はほとんどの人にはないと思うが、戦時中の雑誌では昆虫食でも食べないようなフナムシやカメノテなども食べられるものも紹介されている。生鮮食品の代わりなのだろうが、私は拒否してしまいそう…こんな時代がまたくる可能性も0ではないのでは…

参考文献：
戦後の食糧事情http://www.kumamotokokufu-h.ed.jp › sensou › s_syoku"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/426/thumbnails/008024.jpg" alt="こんな虫も食べるの!?" title="こんな虫も食べるの!?" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=8024">こんな虫も食べるの!?</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=8024">　現代では虫を食べるという習慣はほとんどの人にはないと思うが、戦時中の雑誌では昆虫食でも食べないようなフナムシやカメノテなども食べられるものも紹介されている。生鮮食品の代わりなのだろうが、私は拒否してしまいそう…こんな時代がまたくる可能性も0ではないのでは…

参考文献：
戦後の食糧事情http://www.kumamotokokufu-h.ed.jp › sensou › s_syoku</a></td><td class="date">2022-01-13</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=7101">79</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/436/007101.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦後の上田」西塩田時報を読んで戦後の上田について興味を持った。戦後に刊行された西塩田時報から資料を収集したいと考えている"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/436/thumbnails/007101.jpg" alt="戦後の上田" title="戦後の上田" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=7101">戦後の上田</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=7101">西塩田時報を読んで戦後の上田について興味を持った。戦後に刊行された西塩田時報から資料を収集したいと考えている</a></td><td class="date">2021-12-22</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=7073">80</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/420/007073.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「戦中・戦後の食生活」西塩田時報を読んで、昔の食生活に興味を持った。
食料に限りがあった中でどんな工夫がなされていたのか、戦中から戦後で食生活がどのように変わっていったのかなどについて調べたい。
資料としては西塩田時報を主に活用する予定。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/420/thumbnails/007073.jpg" alt="戦中・戦後の食生活" title="戦中・戦後の食生活" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=7073">戦中・戦後の食生活</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=7073">西塩田時報を読んで、昔の食生活に興味を持った。
食料に限りがあった中でどんな工夫がなされていたのか、戦中から戦後で食生活がどのように変わっていったのかなどについて調べたい。
資料としては西塩田時報を主に活用する予定。</a></td><td class="date">2021-12-21</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=6994">81</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/394/006994.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「「西塩田時報」から見る戦時期の上田」探求テーマ選択理由：個人的に歴史関連の授業で戦争について学んでいる事もあり、戦争下で生きていた人々の足跡に興味を引かれている。そして先日「西塩田時報」を読んだとき、戦争に関わる内容が多いと感じた。当文献を用いたこの探求テーマなら、自らの興味を満たす調査が行えるのではないかと思ったため。
探求内容：戦前・戦後の人々の生活を表す記事をいくつかピックアップし、自らの所感を述べていく。
調査に用いる資料：「西塩田時報」"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/394/thumbnails/006994.jpg" alt="「西塩田時報」から見る戦時期の上田" title="「西塩田時報」から見る戦時期の上田" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=6994">「西塩田時報」から見る戦時期の上田</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=6994">探求テーマ選択理由：個人的に歴史関連の授業で戦争について学んでいる事もあり、戦争下で生きていた人々の足跡に興味を引かれている。そして先日「西塩田時報」を読んだとき、戦争に関わる内容が多いと感じた。当文献を用いたこの探求テーマなら、自らの興味を満たす調査が行えるのではないかと思ったため。
探求内容：戦前・戦後の人々の生活を表す記事をいくつかピックアップし、自らの所感を述べていく。
調査に用いる資料：「西塩田時報」</a></td><td class="date">2021-12-19</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5874">82</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/429/005874.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「土地部について『西塩田時報』第61号(1928年12月1日)1頁」戦後の土地の使い方について、関心が寄せられていることがわかる"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/429/thumbnails/005874.jpg" alt="土地部について『西塩田時報』第61号(1928年12月1日)1頁" title="土地部について『西塩田時報』第61号(1928年12月1日)1頁" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5874">土地部について『西塩田時報』第61号(1928年12月1日)1頁</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5874">戦後の土地の使い方について、関心が寄せられていることがわかる</a></td><td class="date">2021-12-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5873">83</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/429/005873.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「若男見解の文面に接して『西塩田時報[戦後]』第13号(1948年3月25日)3頁」昔の人の見解を知れるのは面白い。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/429/thumbnails/005873.jpg" alt="若男見解の文面に接して『西塩田時報[戦後]』第13号(1948年3月25日)3頁" title="若男見解の文面に接して『西塩田時報[戦後]』第13号(1948年3月25日)3頁" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5873">若男見解の文面に接して『西塩田時報[戦後]』第13号(1948年3月25日)3頁</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5873">昔の人の見解を知れるのは面白い。</a></td><td class="date">2021-12-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5868">84</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/437/005868.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「電力危機回避（『西塩田時報[戦後]』第7・8号(1947年8月20日)4頁）」電力危機回避の記事です。電力不足から脱却した嬉しさが語られています。

▼この記事は以下から参照できます。
『西塩田時報[戦後]』第7・8号(1947年8月20日)4頁"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/437/thumbnails/005868.jpg" alt="電力危機回避（『西塩田時報[戦後]』第7・8号(1947年8月20日)4頁）" title="電力危機回避（『西塩田時報[戦後]』第7・8号(1947年8月20日)4頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5868">電力危機回避（『西塩田時報[戦後]』第7・8号(1947年8月20日)4頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5868">電力危機回避の記事です。電力不足から脱却した嬉しさが語られています。

▼この記事は以下から参照できます。
『西塩田時報[戦後]』第7・8号(1947年8月20日)4頁</a></td><td class="date">2021-12-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5861">85</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/436/005861.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「電力危機突破について『西塩田時報「戦後」』第10・11号(1947年11月30日)1頁」戦後間もない時期の深刻な電力不足に陥ってる状況がとてもよく分かる記事です。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/436/thumbnails/005861.jpg" alt="電力危機突破について『西塩田時報「戦後」』第10・11号(1947年11月30日)1頁" title="電力危機突破について『西塩田時報「戦後」』第10・11号(1947年11月30日)1頁" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5861">電力危機突破について『西塩田時報「戦後」』第10・11号(1947年11月30日)1頁</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5861">戦後間もない時期の深刻な電力不足に陥ってる状況がとてもよく分かる記事です。</a></td><td class="date">2021-12-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5848">86</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/385/005848.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「民主政府は総選挙で（『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁）」この記事には、戦後の当時の選挙に対するとてもあつい雰囲気がうかがえる。「私たちが幸福になるためによく考える」という点は今でも変わらないものだ。

▼この記事は以下から参照できます
#985 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0985.jpg>『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/385/thumbnails/005848.png" alt="民主政府は総選挙で（『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁）" title="民主政府は総選挙で（『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5848">民主政府は総選挙で（『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5848">この記事には、戦後の当時の選挙に対するとてもあつい雰囲気がうかがえる。「私たちが幸福になるためによく考える」という点は今でも変わらないものだ。

▼この記事は以下から参照できます
#985 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0985.jpg>『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁</a></a></td><td class="date">2021-12-15</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5837">87</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/427/005837.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「『家庭欄 茄子料理』（『塩田時報』第17号（1948年7月25日）4頁）」茄子料理の説明がされている。

ほんわかして好きだ。村人に寄り添った記事が出ていることが何となく好ましく感じた。

▼この記事は以下から参照できます。
#1022 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1022.jpg>『西塩田時報[戦後]』第17号(1948年7月25日)4頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/427/thumbnails/005837.png" alt="『家庭欄 茄子料理』（『塩田時報』第17号（1948年7月25日）4頁）" title="『家庭欄 茄子料理』（『塩田時報』第17号（1948年7月25日）4頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5837">『家庭欄 茄子料理』（『塩田時報』第17号（1948年7月25日）4頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5837">茄子料理の説明がされている。

ほんわかして好きだ。村人に寄り添った記事が出ていることが何となく好ましく感じた。

▼この記事は以下から参照できます。
#1022 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1022.jpg>『西塩田時報[戦後]』第17号(1948年7月25日)4頁</a></a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5836">88</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/413/005836.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「『農村女性のあり方』（『西塩田時報[戦後]』第４号(1947年4月20日)2頁）」農村で働く女性の扱われ方、女性という立場の不自由さが赤裸々に述べられている。
これからの社会では、もっと「男女平等」を図っていかなければならないということを訴えかけており、令和の今でもよく取り上げられる問題が、戦後のこの時代から問題視されていたのだと思うと考え深い。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/413/thumbnails/005836.jpg" alt="『農村女性のあり方』（『西塩田時報[戦後]』第４号(1947年4月20日)2頁）" title="『農村女性のあり方』（『西塩田時報[戦後]』第４号(1947年4月20日)2頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5836">『農村女性のあり方』（『西塩田時報[戦後]』第４号(1947年4月20日)2頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5836">農村で働く女性の扱われ方、女性という立場の不自由さが赤裸々に述べられている。
これからの社会では、もっと「男女平等」を図っていかなければならないということを訴えかけており、令和の今でもよく取り上げられる問題が、戦後のこの時代から問題視されていたのだと思うと考え深い。</a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5835">89</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/430/005835.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「明るい村に（『西塩田時報』第17号（1948年7月25日）4項）」この記事には、戦後の上田の人々の様子が書かれており、政府が取った政策を機に住み良い国を作ろうという想いが述べられている。

「町行く女の華々しき姿と色失せた人々の顔」という文からは、貧富の格差が大きい事が分かる。

戦後で荒れている世の中の様子が読み取る事ができ、興味のひかれる記事だった。

▼この記事は以下から参照できます。
#1022 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1022.jpg>『西塩田時報[戦後]』第17号(1948年7月25日)4頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/430/thumbnails/005835.jpg" alt="明るい村に（『西塩田時報』第17号（1948年7月25日）4項）" title="明るい村に（『西塩田時報』第17号（1948年7月25日）4項）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5835">明るい村に（『西塩田時報』第17号（1948年7月25日）4項）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5835">この記事には、戦後の上田の人々の様子が書かれており、政府が取った政策を機に住み良い国を作ろうという想いが述べられている。

「町行く女の華々しき姿と色失せた人々の顔」という文からは、貧富の格差が大きい事が分かる。

戦後で荒れている世の中の様子が読み取る事ができ、興味のひかれる記事だった。

▼この記事は以下から参照できます。
#1022 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1022.jpg>『西塩田時報[戦後]』第17号(1948年7月25日)4頁</a></a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5832">90</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/427/005832.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「『衛星メモ』（『塩田田時報』第15号（1948年5月25日）1頁）」本記事では家庭の雑学のようなものがいくつか取り上げられている。

現代なら検索すればすぐに得られるような知識であるが、当時の人々からはこういった豆知識のようなものが重要だったのかもしれない。

▼この記事は以下から参照できます。
#1015 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1015.jpg>『西塩田時報[戦後]』第15号(1948年5月25日)1頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/427/thumbnails/005832.png" alt="『衛星メモ』（『塩田田時報』第15号（1948年5月25日）1頁）" title="『衛星メモ』（『塩田田時報』第15号（1948年5月25日）1頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5832">『衛星メモ』（『塩田田時報』第15号（1948年5月25日）1頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5832">本記事では家庭の雑学のようなものがいくつか取り上げられている。

現代なら検索すればすぐに得られるような知識であるが、当時の人々からはこういった豆知識のようなものが重要だったのかもしれない。

▼この記事は以下から参照できます。
#1015 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p1015.jpg>『西塩田時報[戦後]』第15号(1948年5月25日)1頁</a></a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5831">91</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/430/005831.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「家庭の改造と女性の地位（『西塩田時報』第2・3号（1947年3月10日）2項）」この記事は、この時代までの男尊女卑の風潮を批判したものである。

この記事が発行された前年に女性は参政権を獲得したものの、女性の立場は家庭内や社会でほとんど変わっていない、というということが読み取れる。

現在の様子との違いをとても感じさせられる文章だった。

▼この記事は以下から参照できます。
#980 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0980.jpg>『西塩田時報[戦後]』第2・3号(1947年3月10日)2頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/430/thumbnails/005831.jpg" alt="家庭の改造と女性の地位（『西塩田時報』第2・3号（1947年3月10日）2項）" title="家庭の改造と女性の地位（『西塩田時報』第2・3号（1947年3月10日）2項）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5831">家庭の改造と女性の地位（『西塩田時報』第2・3号（1947年3月10日）2項）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5831">この記事は、この時代までの男尊女卑の風潮を批判したものである。

この記事が発行された前年に女性は参政権を獲得したものの、女性の立場は家庭内や社会でほとんど変わっていない、というということが読み取れる。

現在の様子との違いをとても感じさせられる文章だった。

▼この記事は以下から参照できます。
#980 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0980.jpg>『西塩田時報[戦後]』第2・3号(1947年3月10日)2頁</a></a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5829">92</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><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5828">93</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/411/005828.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ポツダム宣言を味読せよ(『西塩田時報』第4号(1947年4月20日)1頁)」日本が受諾したポツダム宣言は、連合国側からの一方的に押し付けではなく、日本の将来を考えて行われた最高の要請であると述べられている。
また、これに則って制定された日本国憲法の「すべて国民は健康で文化的な最低生活を営む権利を有する」という部分に対し、現状の生活ではそれを達成できていないと述べられている。その中で、自分たちの役目を果たすだけではなく、自ら行動していかなければならないという強い意志を感じることができる。

▼この記事は以下から参照できます。
#985 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0985.jpg>『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/411/thumbnails/005828.png" alt="ポツダム宣言を味読せよ(『西塩田時報』第4号(1947年4月20日)1頁)" title="ポツダム宣言を味読せよ(『西塩田時報』第4号(1947年4月20日)1頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5828">ポツダム宣言を味読せよ(『西塩田時報』第4号(1947年4月20日)1頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5828">日本が受諾したポツダム宣言は、連合国側からの一方的に押し付けではなく、日本の将来を考えて行われた最高の要請であると述べられている。
また、これに則って制定された日本国憲法の「すべて国民は健康で文化的な最低生活を営む権利を有する」という部分に対し、現状の生活ではそれを達成できていないと述べられている。その中で、自分たちの役目を果たすだけではなく、自ら行動していかなければならないという強い意志を感じることができる。

▼この記事は以下から参照できます。
#985 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0985.jpg>『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁</a></a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5821">94</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/420/005821.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「ビタミンの話（『西塩田青年団報』第5号（1946年12月25日）3頁）」記事では、ビタミンは人間が生きていくうえで不可欠な物質であるとした上で、摂取すべき食材が各ビタミンごとに示されている。

ビタミンB1不足によって起こる脚気はかつて国民病であったというが、戦後になって知識が広まり、食料不足も次第に解消されたことで、ようやく解決に向かったのだろう。

▼この記事は以下から参照できます。
#973 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0973.jpg>『西塩田青年団報』第5号(1946年12月25日)3頁"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/420/thumbnails/005821.jpg" alt="ビタミンの話（『西塩田青年団報』第5号（1946年12月25日）3頁）" title="ビタミンの話（『西塩田青年団報』第5号（1946年12月25日）3頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5821">ビタミンの話（『西塩田青年団報』第5号（1946年12月25日）3頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5821">記事では、ビタミンは人間が生きていくうえで不可欠な物質であるとした上で、摂取すべき食材が各ビタミンごとに示されている。

ビタミンB1不足によって起こる脚気はかつて国民病であったというが、戦後になって知識が広まり、食料不足も次第に解消されたことで、ようやく解決に向かったのだろう。

▼この記事は以下から参照できます。
#973 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0973.jpg>『西塩田青年団報』第5号(1946年12月25日)3頁</a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5813">95</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/410/005813.png" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「働くものが幸福になる！　民主政府は總選擧で　總選擧に當り國民はいかにその貴き一票を行使するか？聞け!!村民の血の叫びを！(『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁)」選挙において、よく考えて投票することを呼びかけている。

よく調べずに「名前を聞いたことのある人だから」という理由だけで投票してしまったことがあるので、とても身に沁みる。自分の一票が政治を変えるのだとよく意識して投票するべきだと感じた。

この記事は以下から参照できます。
#985 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0985.jpg>『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁</a>"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/410/thumbnails/005813.png" alt="働くものが幸福になる！　民主政府は總選擧で　總選擧に當り國民はいかにその貴き一票を行使するか？聞け!!村民の血の叫びを！(『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁)" title="働くものが幸福になる！　民主政府は總選擧で　總選擧に當り國民はいかにその貴き一票を行使するか？聞け!!村民の血の叫びを！(『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁)" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5813">働くものが幸福になる！　民主政府は總選擧で　總選擧に當り國民はいかにその貴き一票を行使するか？聞け!!村民の血の叫びを！(『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁)</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5813">選挙において、よく考えて投票することを呼びかけている。

よく調べずに「名前を聞いたことのある人だから」という理由だけで投票してしまったことがあるので、とても身に沁みる。自分の一票が政治を変えるのだとよく意識して投票するべきだと感じた。

この記事は以下から参照できます。
#985 <a href=https://mmdb.net/mlab/uedagaku/jpg/nishishioda/p0985.jpg>『西塩田時報[戦後]』第4号(1947年4月20日)1頁</a></a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5808">96</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/432/005808.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「卒業生の動き（『西塩田時報』第25号（1949年4月15日）5頁）」恋愛結婚とお見合いでの結婚のどちらが良いか聞かれた女学生の考えや意見を知ることができる。
現代では恋愛結婚が主流だが、戦後の時代では恋愛結婚をするなら親に反対されるのだと分かる。"><img src="https://www.d-commons.info/upload/4/432/thumbnails/005808.jpg" alt="卒業生の動き（『西塩田時報』第25号（1949年4月15日）5頁）" title="卒業生の動き（『西塩田時報』第25号（1949年4月15日）5頁）" width="100"></a></td><td class="title"><a href="?c=&p=5808">卒業生の動き（『西塩田時報』第25号（1949年4月15日）5頁）</a></td><td class="cont"><a href="?c=&p=5808">恋愛結婚とお見合いでの結婚のどちらが良いか聞かれた女学生の考えや意見を知ることができる。
現代では恋愛結婚が主流だが、戦後の時代では恋愛結婚をするなら親に反対されるのだと分かる。</a></td><td class="date">2021-12-14</td></tr><tr><td class="no"><a href="?c=&p=5805">97</a></td><td class="photo"><a href="https://www.d-commons.info/upload/4/418/005805.jpg" data-fancybox="photo_gallery" data-caption="「趣味に就いて（『西塩田時報[戦後]』第2・3号(1947年3月10日)6頁）」この記事の作者は人々に趣味を見つけることを勧めている。趣味を見つけることで良い友情を結び、視野を広げ、豊富な経験や知識を効率的に持つことができると書かれている。
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				</div>
				<br>
				<!-- div class="catsec2left">
					<img src="https://www.d-commons.info/template/4/images/cat/catp2.png" alt="情報を探す">
					★詳細検索
				</div -->

			</section>



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

	<!--フッター-->
	<footer class="clearfix">
		<div class="footerleft">
			<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/docs/kogi/2021/mp2021/18.pdf"><img src="https://www.d-commons.info/template/4/images/top/webtitle.png" alt=""></a>
			<p>&copy; <script type="text/javascript">myDate = new Date() ;myYear = myDate.getFullYear ();document.write(myYear);</script> 信州上田学プロジェクト</p>
		</div>
		<div class="footerright">
						<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/about">はじめての方へ</a>|			<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/rules">利用規約</a>|			<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/joinus">投稿上の注意</a>|			<a href="https://www.d-commons.info/uedagaku/otoiawase">お問い合わせフォーム</a>
		</div>
	</footer>
	
</body>
</html>
<!-- script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script -->





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



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

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

					  {
					id: '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: '126464',
					name: '建設中のサントミューゼ2013/11/22',
					lat: 36.398071647332294,
					lng: 138.24195951817245,
					contents: '<a href="?c=&p=126464">建設中のサントミューゼ2013/11/22</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: '124953',
					name: '常盤町３０年のあゆみ　目次',
					lat: 36.413520302139744,
					lng: 138.2384105853985,
					contents: '<a href="?c=&p=124953">常盤町３０年のあゆみ　目次</a>'
			 }, 
					  {
					id: '55267',
					name: '無量寿院の石碑たち',
					lat: 36.4986516,
					lng: 139.7062583,
					contents: '<a href="?c=&p=55267">無量寿院の石碑たち</a>'
			 }, 
					  {
					id: '9569',
					name: '長野飛行場跡地',
					lat: 36.625705438526026,
					lng: 138.2150811261477,
					contents: '<a href="?c=&p=9569">長野飛行場跡地</a>'
			 }, 
					  {
					id: '8237',
					name: '上田映劇の歴史　昭和まで',
					lat: 36.39950644065011,
					lng: 138.25369119644165,
					contents: '<a href="?c=&p=8237">上田映劇の歴史　昭和まで</a>'
			 }, 
					  {
					id: '5174',
					name: '上田城の歴史２',
					lat: 36.40387594579613,
					lng: 138.24440002441406,
					contents: '<a href="?c=&p=5174">上田城の歴史２</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>


