
地 域 に 新 し い 風 を

日野町地域おこし協力隊活動記

問い合わせ先 ◆ 商工観光課 商工観光担当 ☎0748-52-6562

日野町では、平成27年度から谷口智哉さんと鵜瀬ゆりさんの2名が地域おこし協力隊として
活動しています。
このコーナーでは、地域に根ざし、新たな風を吹き込む隊員とその活動、想いを紹介します。

各団体などから隊員へ講演などを依頼される場合は、事前に役場商工観光課までお問い合わせください。
隊員の活動は、日野町ホームページでも確認できます。

これからも地域で活躍する地域おこし協力隊にご期待ください！

い
る
方
が
多
い
の
で
高
得
点
の
方
が
多

く
、問
題
作
成
段
階
か
ら
多
く
の
方
に

受
け
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
が
、今

回
初
め
て
全
問
正
解
の
方
が
お
一
人
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。検
定
を
機
会
に
町

内
の
魅
力
等
を
再
発
見
す
る
き
っ
か
け

に
な
れ
ば
と
て
も
嬉
し
い
で
す
。

今
後
も
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で「
近
江
日

野
ま
ち
検
定
」を
実
施
し
て
い
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。ご
依
頼
い
た
だ
き
ま
し
た
ら

お
伺
い
し
て
、皆
さ
ん
に
問
題
を
解
い
て

い
た
だ
い
た
後
、答
え
合
わ
せ
や
解
説
も

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、お
気
軽
に

お
声
掛
け
く
だ
さ
い
。

本
来
で
あ
れ
ば

地
域
の
神
事
で
、外

部
の
人
は
参
加
す

る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
が
、上
野
田
・

里
口
の
皆
様
に
ご

助
力
い
た
だ
き
、無

事
に
ツ
ア
ー
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
礼

を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
野
町
に
は
多
く
の
伝
統
行
事
が
受

け
継
が
れ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
を
通
し

て
町
内
外
の
方
が
日
野
の
良
さ
を
見
直

す
き
っ
か
け
と
な
っ
て
欲
し
い
で
す
。

鵜
う の せ
瀬	ゆりさん

思
い
、参
加
者

１
５
２
名
と

ス
タ
ッ
フ
の
方

に
、私
の
作
成

し
た「
近
江
日

野
ま
ち
検
定	

初
級
編	

Ｂ
Ａ

Ｃ
Ｅ
３０
」と
題

し
た
日
野
ま

ち
検
定
で
も
基
本
問
題
と
な
る
３０
問
を

受
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
回
の
参
加
者
は
、町
内
の
福
祉
協

力
員
を
は
じ
め
、福
祉
等
に
興
味
が
あ

り
、地
域
活
動
に
積
極
的
に
参
加
さ
れ
て

る
さ
と
館
で
活
動
す
る「
日
野
の
伝
統

料
理
を
継
承
す
る
会
」を
知
っ
て
い
た
だ

き
た
い
、さ
ら
に
昨
年
、祭
を
見
て
受
け

た
衝
撃
を
他
の
方
に
も
体
験
し
て
欲
し

い
と
思
い
、８
月
１４
日
に「
火
振
り
祭
体

験
ツ
ア
ー
」を
企
画
し
ま
し
た
。町
外
か

ら
の
参
加
者
は
数
名
で
し
た
が
、町
内

の
参
加
者
と
で
、１５
名
の
方
が
祭
を
体

験
し
ま
し
た
。参
加
者
か
ら
は「
火
を
扱

う
祭
り
は
初
め
て
で
驚
き
も
あ
っ
た
が

楽
し
か
っ
た
。何
よ
り
日
野
の
方
々
が

温
か
く
迎
え
て
く
だ
さ
っ
て
心
も
温
ま

り
ま
し
た
。い
い
経
験
に
な
り
ま
し
た
」

と
お
声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

谷
たにぐち
口	智

と も や
哉さん

８
月
３
日
、日
野
公
民
館
で
日
野
町
社

会
福
祉
協
議
会
主
催
の「
ち
い
き
ふ
く
し

講
座
」の
第
一
回
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

依
頼
の
あ
っ
た
講
演
で
は
、支
え
合
う

地
域
づ
く
り
の
ヒ
ン
ト
に
な
れ
ば
と
い

う
こ
と
で
し
た
の
で
、今
ま
で
と
は
違
う

視
点
で
日
野
町
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と

日
野
町
へ
来
て
衝
撃
を
受
け
た
こ
と

の
一
つ
、上
野
田
と
里
口
の「
火
振
り

祭
」で
し
た
。祭
の
直
前
ま
で
バ
ス
が

通
っ
て
い
る
よ
う
な
道
を
松
明
が
百
数

十
本
も
通
り
、最
後
に
は
松
の
木
め
が

け
て
投
げ
上
げ
る
⋮

日
野
の
食
文
化
と
近
江
日
野
商
人
ふ
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近
江
日
野
商
人
館（
大
窪
）、近
江
日
野
商
人
ふ
る
さ
と
館

「
旧
山
中
正
吉
邸
」（
西
大
路
）の
開
館
時
間
は
、午
前
９
時

か
ら
午
後
４
時
ま
で
、休
館
日
は
毎
週
月・火
曜
日
、祝
日
の
翌

日
、年
末
年
始
に
な
り
ま
す
。入
館
料
は
、大
人
個
人
三
〇
〇

円
、大
人
団
体（
三
〇
名
か
ら
）二
五
〇
円
、小
・
中
学
生

一
二
〇
円
で
す
。ぜ
ひ
ご
来
館
く
だ
さ
い
。

近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」 ☎０７４８-５２-０００８ / 近江日野商人館 ☎０７４８-５２-０００７

日
野
町
に
は
多
く
の
物
語
が
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。そ
の
物
語
の
中
で
、歴
史
の
一
部

と
し
て
信
じ
ら
れ
、語
り
継
が
れ
て
き
た

も
の
が
伝
説
で
す
。そ
の
中
に
は
、長
い
年

月
の
中
で
内
容
が
変
わ
っ
た
も
の
や
、忘
れ

去
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。今

回
は
、そ
う
し
た
伝
説
の
一
例
を
紹
介
し

ま
す
。

「
姫
と
ダ
マ
の
木
」の
伝
説

上
迫
に
は
、「
戦
国
時
代
、上
迫
城
が
落

城
し
た
際
に
姫
が
自
害
し
、こ
れ
を
哀
れ
に

思
っ
た
村
人
が
姫
を
埋
葬
し
て
、墓
標
と
し

て
ダ
マ（
タ
ブ
ノ
キ
）を
植
え
ま
し
た
。や
が

て
大
木
と
な
り
、村
人
に
切
り
倒
さ
れ
眞し

ん

龍り
ゅ
う
じ寺
の
薪
と
し
た
と
こ
ろ
、寺
が
全
焼
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。村
人
は
姫
の
祟
り
と
考

え
、怒
り
を
鎮
め
る
た
め
に
新
た
に
ダ
マ
の

木
を
植
え
ま
し
た
。」と
い
う
伝
説
が
あ
り

ま
す
。現
在
、そ
の
木
は
町
道
改
修
で
伐
採

さ
れ
、替
わ
り
に「
姫
塚
」の
石
碑
が
あ
る

の
で
、ご
存
知
の
方
も
居
ら
れ
る
こ
と
と
思

い
ま
す
。一
説
に
は
姫
で
は
な
く
遊
女
の
墓

と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、迫
谷
を
舞
台
と
し

た
合
戦
が
あ
っ
た
の
は
事
実
で
す
。

す
る
記
録
の
中
に
、こ
の
伝
説
に
似
な
が

ら
、現
在
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
お
話
が
あ
り

ま
し
た
。

「
上
迫
城
の
怨
霊
」の
伝
説

天
正
四
年（
一
五
七
六
）に
、京
都
の
吉

田
神
社
の
神
官
で
あ
り
、多
く
の
公
家
や

武
家
と
親
交
の
あ
っ
た
吉よ

し
だ田
兼か
ね
み見
が
残
し

た
日
記
に
、次
の
文
が
あ
り
ま
す
。

「
江
州
蒲
生
郡
日
野
上
迫
儀
俄
家
督
、

十
八
才
成
、令
上
洛
、来
云
、三
代
已
前

令
生
害
下
女
、依
其
怨
霊
、三
代
以
来
家

督
早
世
、殊
衰
微
成
、以
或
僧
祝
神
」

要
約
す
る
と
、「
上
迫
の
儀
俄
家
の
三

代
前
の
当
主
が
、下
女
を
殺
し
た
。そ
の

怨
霊
に
よ
っ
て
三
代
前
か
ら
当
主
が
早

世
し
て
い
る
。十
八
歳
に
な
る
現
在
の
当

主
は
、同
じ
よ
う
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、あ

る
僧
に
下
女
を
神
と
し
て
祀
っ
て
も
ら
っ

た
。」と
い
う
も
の
で
す
。実
は
、同
様
の

話
が
彼
の
日
記
に
複
数
登
場
し
ま
す
。一

般
的
な
伝
説
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す

が
、姫
と
ダ
マ
の
木
の
伝
説
と
一
致
す
る

点
が
あ
り
興
味
深
い
で
す
。

迫
谷
を
支
配
し
た
儀
俄
氏

さ
て
、日
記
に
登
場
す
る
儀
俄
氏
は
、

藤
原（
蒲
生
）五ご

ろ
う郎
俊と
し
み
つ光（
満
）を
祖
と

す
る
蒲
生
氏
の
一
族
で
、記
録
上
は「
蒲

生
」を
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
。弘
安
六
年

（
一
二
八
三
）の
記
録
に
は
、最
も
広
く

本
拠
地
と
考
え
ら
れ
る「
迫
」や
必ひ

っ
さ
ご
う

佐
郷

の
他
、「
甲
賀
上
郡
儀
俄
御
庄
下
司
職
、

同
名
田
・
名
畠
・
屋
敷
・
山
野
・
所
従
等
」

と
あ
り
、所
領
は
蒲
生
、甲
賀
の
両
郡
に

お
よ
び
ま
し
た
。建
武
元
年（
一
三
三
四
）

頃
に
は「
儀
俄
」を
名
乗
り
、明
徳
三
年

（
一
三
九
二
）に
は
、近
江
国
の
守
護
代

に
任
じ
ら
れ
る
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。そ
の

後
、儀
俄
氏
に
関
す
る
記
録
は
応
永
十
五

年（
一
四
〇
八
）以
降
、見
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
が
、永
禄
九
年（
一
五
六
六
）七
月
に

は
迫
地
域
を
支
配
し
て
い
た
記
録
が
残

り
ま
す
。さ
ら
に
天
正
四
年
に
は
、上
迫
に

「
儀
俄
橘
六
」が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
こ
と
か
ら
、儀
俄
氏
の
支
配
が

続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
四
百
年
以
上
経
た
現
在
、

「
姫
と
ダ
マ
の
木
」の
伝
説
だ
け
が
残
り

ま
し
た
。物
語
が
変
化
し
た
の
か
、別
の

物
語
が
あ
っ
た
の
か
結
論
は
出
ま
せ
ん

が
、伝
説
も
歴
史
を
紐
解
く
上
で
、有
意

義
な
資
料
で
あ
る
と
い
う
一
例
で
す
。

寛
正
二
年（
一
四
六
一
）、蒲が
も
う生
貞さ
だ
ひ
で秀

は
、儀ぎ

が俄
一
族
の
三
木
氏
の
城
で
あ
る
下

迫
城
を
攻
め
ま
す
が
、蒲
生
氏
が
敗
れ
た

と
い
う
記
録
が
残
り
ま
す
。こ
の
時
、上

迫
城
で
戦
が
行
わ
れ
た
か
は
不
明
で
す

が
、上
迫
に
戦
火
が
お
よ
び
、姫
と
ダ
マ
の

木
の
伝
説
に
あ
る
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ

た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

一
方
、四
百
年
以
上
も
前
の
上
迫
に
関 姫塚（上迫）
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