
日野町地域おこし協力隊活動記
地域に新しい風を

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！

◆問い合わせ先　商工観光課　商工観光担当　☎0748-52-6562

このコーナーでは、地域に根ざし、新たな風を吹き込む
地域おこし協力隊隊員とその活動、想いを紹介します。

　

日
野
ま
ち
か
ど
感
応
館

の
新
館
が
11
月
24
日
に
グ

ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
し
、
観

光
協
会
が
運
営
す
る
館
内

の
軽
食
コ
ー
ナ
ー
「
に
ぎ

り
飯
・
惣
菜
“
み
か
く
”」

が
本
格
始
動
し
ま
し
た
。

　

私
も
こ
の
コ
ー
ナ
ー
の

メ
ニ
ュ
ー
開
発
や
運
営
の

サ
ポ
ー
ト
と
し
て
携
わ
ら

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

日
野
町
で
通
年
食
べ
ら

れ
る
食
材
と
い
え
ば
“
お

米
”。
自
然
豊
か
な
環
境
で

作
ら
れ
た
お
米
の
美
味
し

さ
を
、
町
を
訪
れ
る
方
に

も
気
軽
に
食
べ
て
い
た
だ

き
た
い
と
い
う
想
い
か
ら
、

に
ぎ
り
飯
が
メ
イ
ン
の

メ
ニ
ュ
ー
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
日
野
町
に
も
鶏
舎

の
あ
る
銘
柄
鶏
「
近
江
鶏
」

を
じ
っ
く
り
と
特
製
の
タ

レ
に
漬
け
込
み
、
こ
ち
ら

も
日
野
町
の
米
粉
を
使
っ

て
カ
ラ
ッ
と
仕
上
げ
た
唐

揚
げ
や
、
地
場
野
菜
を
使

っ
た
日
替
わ
り
の
お
惣
菜

や
お
味
噌
汁
な
ど
、
日
野

町
で
し
か
食
べ
ら

れ
な
い
も
の
を
ご

用
意
し
て
い
ま
す
。

営
業
は
11
時
か
ら

15
時
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
で

す
。

　

ぜ
ひ
、
日
野
町
に
お
住

ま
い
の
方
も
地
元
の
味
を

味
わ
い
に
い
ら
し
て
く
だ

さ
い
。
写
真
は
ラ
ン
チ
セ

ッ
ト（
数
量
限
定
）6
0
0

円（
税
込
み
）で
す
。
イ
ベ

ン
ト
や
創
業
を
希
望
さ
れ

る
方
の
出
店
も
新
館
の
計

画
に
あ
り
、

日
野
町
の

食
が
集
ま

る
場
と
し

て
、
賑
わ

い
が
生
ま

れ
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

り
、
ま
ず
歌
詞
を
作
り
、
そ
の
歌
詞

を
自
由
に
歌
い
歌
が
で
き
ま
し
た
。

故
菱ひ

し

川か
わ

先
生
が
メ
ロ
デ
ィ
を
音
符
に

翻
訳
さ
れ
た
の
に
は
驚
き
ま
し
た
。

昼
食
は
弁
当
で
冬
は
棚
に
弁
当
を
敷

き
詰
め
た
「
保
温
庫
」
に
い
れ
火ひ

鉢ば
ち

で
温
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
年

か
ら
全
て
の
学
校
・
幼
稚
園
等
で
温

か
い
米
飯
給
食
に
な
り
子
ど
も
た
ち

が
喜
ん
で
食
べ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
ク

ラ
ブ
は
陸
上
部
で
2
0
0
ｍ
ト
ラ
ッ
ク

1
周
、
マ
ウ
ン
ド
や
サ
ッ
カ
ー
ゴ
ー
ル

の
前
を
走
っ
て
い
ま
し
た
。
練
習
後
、

給
食
で
残
っ
た
牛
乳
や
グ
ラ
ン
ド
の

下
を
流
れ
る
水
路
の
水
を
飲
ん
だ
り

し
ま
し
た
。

　

陸
上
部
で
は
「
足
が
痛
い
」
と
訴

え
て
も
「
走
っ
た
ら
直
る
」
と
「
無
視
」

さ
れ
聞
き
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

雨
が
降
り
校
舎
の
2
階
木
造
廊
下
を

バ
ン
バ
ン
走
り
先
生
か
ら
怒
ら
れ
「
ど

お
せ
こ
の
校
舎
は
解
体
さ
れ
る
の
だ

か
ら
」
と
「
反
論
」
し
た
ら
「
最
後

ま
で
良
い
環
境
で
学
は
せ
た
い
」
と
た

し
な
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

現
校
舎
が
竣

し
ゅ
ん

工こ
う

し
10
年
に
な
り
ま

す
。
よ
り
良
い
環
境
で
子
供
た
ち
が

学
ん
で
欲
し
い
と
い
う
町
民
の
皆
さ

ん
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
日

野
の
子
供
た
ち
の
健
や
か
な
育
ち
を

み
ん
な
で
応
援
し
ま
し
ょ
う
。

　

落
ち
葉
が
舞

い
散
る
初
冬
の
季

節
。
あ
わ
た
だ
し

い
師
走
を
迎
え
ま

し
た
。
年
齢
を
重

ね
る
ご
と
に
１
年

の
た
つ
早
さ
を
感

じ
ま
す
。

　

時
の
た
つ
早
さ

と
い
え
ば
昭
和
44
年
に
町
内
3
中
学

校
が
統
合
し
日
野
中
学
校
が
創
立
し

50
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
昭
和
43
年

に
日
野
西
中
学
に
入
学
し
翌
年
日
野

中
学
校
西
校
舎
に
な
り
昭
和
46
年
3

月
西
校
舎
の
最
後
の
卒
業
生
に
な
り

ま
し
た
。
日
野
西
中
学
校
は
現
在
の

内
池
団
地
に
あ
り
必
佐
、
南
比
都
佐

地
区
が
、
日
野
東
中
学
校
は
現
在
の

村
井
四
区
に
あ
り
日
野
、
西
大
路
、

鎌
掛
地
区
が
、
日
野
北
中
学
校
は
現

在
の
西
桜
谷
公
民
館
に
あ
り
東
桜
谷
、

西
桜
谷
地
区
が
通
学
区
域
で
し
た
。

一
学
年
の
ク
ラ
ス
数
は
概お

お
む

ね
10
ク
ラ

ス
、
3
学
年
で
1,
0
0
0
人
を
超
え

る
マ
ン
モ
ス
校
で
し
た
。
統
合
校
舎
が

完
成
し
た
の
は
昭
和
46
年
で
そ
れ
ま

で
の
2
年
間
は
、
日
野
中
学
校
東
校

舎
、
西
校
舎
、
北
校
舎
と
呼
び
別
々

に
通
学
し
て
い
ま
し
た
。

　

中
学
時
代
の
思
い
出
、
音
楽
の
授

業
で
ク
ラ
ス
の
歌
を
作
る
こ
と
に
な
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温
故
知
新

歴
史
は
未
来
の
羅
針
盤
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日
野
歴
史
探
訪

　私
た
ち
の
住
む
日
野
町
に
は
、
52
の
大
字
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
が
豊
か
な
自
然
と
歴
史
文
化
で
い
ろ
ど
ら
れ
て

い
ま
す
。

　温
故
知
新
で
は
、
町
内
各
大
字
の
歴
史
と
代
表
的
な
文
化

財
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

上
迫

　

日
野
町
の
西
南
に
位
置
し
、
水
口
丘
陵

の
谷
筋
に
あ
た
る
大
字
迫
は
、
中
央
部
を

日
野
川
支
流
の
迫
谷
川
が
貫
流
し
て
い
ま

す
。
迫
と
い
う
地
名
は
、
こ
う
し
た
山
と

山
に
挟
ま
れ
た
地
形
に
由
来
す
る
と
さ
れ

ま
す
。

　

上
迫
は
、こ
の
地
域
の
南
部
に
あ
た
り
、

北
は
下
迫
、
南
は
甲
賀
郡
と
接
し
ま
す
。

ま
た
、
迫
谷
川
に
沿
っ
て
甲こ

う

賀か

市し

水み
な

口く
ち

町ち
ょ
う

今い
ま

郷ご
う

の
駒こ

ま

場ば

付
近
か
ら
迫
を
経
て
清
田
へ

と
至
る
「
迫

は
さ
ま

谷だ
に

道み
ち

」
が
縦
走
し
て
い
ま
す
。

こ
の
道
は
、
甲
賀
郡
と
蒲
生
郡
を
結
ぶ
要

路
で
あ
り
、
地
区
の
南
端
に
は
峠
の
古
語

で
あ
る
「
た
わ
」
に
由
来
す
る
と
考
え
ら

れ
る
「
大お

お

田た

和わ

」
と
い
う
小
字
が
残
っ
て

い
ま
す
。

古
代
の
上
迫

　

水
口
丘
陵
に
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安

時
代
に
か
け
て
、
須す

恵え

器き

や
瓦
を
焼
く

窯
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
上
迫
に
も
9
世
紀

に
大
田
和
で
生
産
が
行
わ
れ
、
過
去
に
須

恵
器
や
窯
の
破
片
が
採
集
さ
れ
て
い
ま
す

（
大お

お

田た

和わ

窯よ
う

跡あ
と

）。

中
世
、
交
通
の
要
地

　

上
迫
地
区
の
北
部
、
字
菖し

ょ
う

蒲ぶ

谷だ
に

を
挟
ん

だ
南
北
2
箇
所
の
丘
陵
上
に
は
、「
上か

み

迫は
さ
ま

城じ
ょ
う

跡あ
と

」
と
称
さ
れ
る
中
世
の
城
跡
が
残
っ

て
い
ま
す
。
集
落
背
後
の
丘
陵
上
に
同
様

の
形
状
・
配
置
で
城

じ
ょ
う

郭か
く

を
構
築
す
る
手
法

は
、
伊
賀
・
甲
賀
地
域
の
特
徴
の
一
つ
で

す
が
、
日
野
町
一
帯
で
は
上
迫
城
で
し
か

見
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
甲
賀
郡
と
日
野

を
結
ぶ
道
沿
い
に
複
数
の
城
郭
が
設
け
ら

れ
た
の
が
迫
谷
道
の
み
で
あ
っ
た
こ
と

も
、
こ
の
地
が
交
通
の
要
地
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。

儀ぎ

俄が

氏
の
拠
点

　

上
迫
城
に
関
す
る
当
時
の
記
録
は
確
認

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
儀
俄
氏
の
城
と
い

う
伝
承
が
残
り
ま
す
。

　

儀
俄
氏
は
藤ふ

じ

原わ
ら

五ご

郎ろ
う

俊と
し

光み
つ
（
満
）
を
祖

と
し
、
俊
光
は
蒲
生
姓
を
名
乗
っ
こ
と

が
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。
弘こ

う

安あ
ん

6
年

（
1
2
8
3
）
に
は
、
俊
光
の
子
と
考
え

ら
れ
る
藤ふ

じ

原わ
ら

泰や
す

俊と
し

か
ら
嫡

ち
ゃ
く

男な
ん

亀か
め

若わ
か

へ
「
先せ

ん

祖ぞ

相そ
う

伝で
ん

の
所し

領り
ょ
う

名み
ょ
う

田で
ん

等と
う

」
が
譲
ら
れ
て

お
り
、
そ
こ
に
は
最
も
広
い
「
迫
」
や
必

佐
郷
な
ど
蒲
生
上か

み

郡ぐ
ん

の
他
に
、「
甲こ

う

賀か

上か
み

郡ぐ
ん

儀ぎ

俄が

庄し
ょ
う

下げ

司す

職し
き

、
同ど

う

名み
ょ
う

田で
ん

・
名

み
ょ
う

畠ば
た

・
屋

敷
・
山
野
・
所
従
等
」
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
（
蒲
生
文
書
）。
こ
の
記
録
か
ら
、
所

領
は
蒲
生
、
甲
賀
の
両
郡
に
存
在
し
、
そ

の
本
拠
は
迫
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。そ
の
後
、建け

ん

武む

元
年
（
1
3
3
4
）
頃
、

頼よ
り

秀ひ
で

の
代
に
は
「
儀
俄
」
を
名
乗
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
本
拠
を
儀
俄
荘
へ
移
し
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

や
が
て
儀
俄
氏
は
、
近お

う

江み

守し
ゅ

護ご

六ろ
っ

角か
く

氏
の
下
で
勢
力
を
伸
ば
し
、
明め

い

徳と
く

3
年

（
1
3
9
2
）
に
は
、
守し

ゅ

護ご

代だ
い

に
任
じ
ら

れ
る
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
直
前
、

至し

徳と
く

2
年
（
1
3
8
5
）
の
記
録
に
よ
る

と
、
儀
峨
氏
の
所
領
は
、
儀
俄
荘
、
迫
村
、

麻
生
荘
、
日
野
牧ま

き

、
奥
津
保
、
山
本
保
、

狛こ
ま

月づ
き

、
上
野
田
な
ど
で
、
迫
も
引
き
続
き

支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

儀
俄
氏
に
関
す
る
記
録
は
応お

う

永え
い

15
年

（
1
4
0
8
）
頃
か
ら
一
時
確
認
で
き
な

く
な
り
ま
す
が
、
永え

い

禄ろ
く

9
年
（
1
5
6
6
）

に
は
、「
往
古
よ
り
儀
俄
先
祖
に
宛
て
行

う
処
」
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
儀ぎ

俄が

秀ひ
で

連つ
ら

の
「
迫
上
下
の
郷
地
頭
職
な
ら
び
に
闕

所
検
断
神
社
山
内
」
の
知
行
が
認
め
ら
れ

て
お
り
（
蒲
生
文
書
）、
儀
俄
氏
と
迫
地

域
の
関
わ
り
が
改
め
て
確
認
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
当
時
、
甲
賀
郡
水
口
を
本
拠
と

し
た
美み

濃の

部べ

氏
の
室
と
し
て
、
蒲
生
氏
か

ら
「
比ひ

佐さ

女め

」
と
い
う
人
物
が
嫁
ぎ
、
北き

た

内な
い

貴き

城じ
ょ
うに
住
ん
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
伝
承

の
域
を
出
ま
せ
ん
が
、
甲
賀
武
士
と
蒲
生

氏
の
深
い
か
か
わ
り
の
一
端
が
垣
間
見
え

る
と
同
時
に
、
そ
の
連
絡
路
の
南
端
に
あ

た
る
上
迫
の
重
要
性
が
わ
か
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
す
。

上迫城跡近景（北部の丘陵に残る遺構）
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