
よ
る
「
琉
球
処
分
」、「
本
土
決
戦
の

捨
て
石
」
と
言
わ
れ
る
沖
縄
戦
、
戦

後
の
米
軍
に
よ
る
軍
事
統
治
、
そ
し

て
日
本
の
米
軍
基
地
7
割
を
超
え
る

基
地
の
現
状
、「
県
民
の
心
に
寄
り
添

う
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
県
民
投

票
の
結
果
を
尊
重
し
、
基
地
建
設
は

断
念
す
る
べ
き
で
す
。

　

地
方
自
治
法
は
有
権
者
の
50
分
の

1
の
署
名
に
よ
っ
て
、
条
例
制
定
の

直
接
請
求
を
認
め
て
い
ま
す
。
日
野

町
で
は
、
合
併
問
題
を
め
ぐ
っ
て
「
合

併
の
是
非
は
住
民
投
票
で
決
め
よ
う
」

と
直
接
請
求
が
2
度
取
り
組
ま
れ
ま

し
た
。
い
ず
れ
も
有
権
者
の
半
数
近

い
8,
0
0
0
人
を
超
え
る
署
名
が

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
が
当
時
の
町
議
会

は
、
住
民
投
票
条
例
を
否
決
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、
町
長
リ
コ
ー
ル
が
取

り
組
ま
れ
、
結
果
と
し
て
町
長
選
挙

と
な
り
、
蒲
生
町
と
の
合
併
は
白
紙

撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。「
自

分
達
の
町
の
こ
と
は
自
分
達
で
考
え

行
動
す
る
」
と
い
う
自
治
の
気
風
が

日
野
町
に
あ
り
ま
す
。

　

第
6
次
日
野
町
総
合
計
画（
2
0 

2
1
年
か
ら
2
0
3
0
年
）を
策
定
す

る
準
備
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
す
。
住
み

続
け
た
い
ま
ち
、
住
ん
で
み
た
い
町

を
め
ざ
し
町
民
の
皆
さ
ん
と
力
を
合

わ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

春
本
番
、
暖
か

い
風
に
そ
よ
ぐ
ホ

イ
ノ
ボ
リ
、
ピ
ン

ク
の
花
び
ら
が
青

空
と
木
々
の
緑
に

映
え
ま
す
。
五ご

穀こ
く

豊ほ
う

穣じ
ょ
う、
社
会
の
安

泰
を
願
う
春
祭
り

が
そ
こ
か
し
こ
で

行
わ
れ
ま
す
。
湖
東
地
域
最
大
の
祭

り
、
日
野
祭
が
8
5
0
年
を
迎
え
ま

す
。
先
月
10
日
に
は
、
日ひ

野の

祭ま
つ
り

囃ば
や

子し

共と
も
に
え
ん
じ
る
か
い

演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
16
基

の
曳
山
で
奏
で
ら
れ
る
17
町
内
会
が

勢
ぞ
ろ
い
。
小
中
学
生
も
立
派
に
演

奏
を
披
露
、
伝
統
文
化
を
努
力
し
て

継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
り
が
た

く
思
い
ま
す
。
祭
り
は
民
衆
の
力
の

象
徴
、
自
治
の
力
で
も
あ
り
ま
す
。

　

民
衆
の
力
と
い
え
ば
、
2
月
24

日
、
沖
縄
県
で
辺へ

野の

古こ

へ
の
基
地
建

設
の
是
非
を
問
う
県
民
投
票
が
行

わ
れ
、
投
票
率
が
50
％
を
超
え
、
基

地
建
設
反
対
が
70
％
を
超
え
ま
し
た
。

県
民
の
圧
倒
的
な
世
論
が
示
さ
れ
ま

し
た
。
憲
法
95
条
に
は
、「
1
つ
の
地

方
公
共
団
体
の
み
に
適
用
さ
れ
る
特

別
法
は
、・
・
・
住
民
の
投
票
に
お
い

て
そ
の
過
半
数
の
同
意
を
得
な
け
れ

ば
・・・
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
あ
り
ま
す
。
明
治
の
廃
藩
置
県
に

日野町長　藤澤 直広
−2019年4月−

　
町
で
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
参
画
と

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
さ
ら
に
進
め
る

た
め
に
、「
ま
ち
づ
く
り
出
前
講
座
」

を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
が
お
聞
き
に
な
り
た
い
内
容

を
メ
ニ
ュ
ー
か
ら
選
ん
で
い
た
だ
き
、

町
の
職
員
が
皆
さ
ん
の
所
へ
出
向
い
て

お
話
さ
せ
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。
自

治
会
・
団
体
・
グ
ル
ー
プ
で
お
気
軽
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
メ
ニ
ュ
ー
は
日
野
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

日
野
町
ま
ち
づ
く
り
出
前
講
座

日
野
町
ま
ち
づ
く
り
出
前
講
座

申し込みから講座の実施までの流れ

◆申し込み・問い合わせ先　企画振興課  秘書広報担当  ☎0748-52-6550　FAX 0748-52-0089

③出前講座の実施
　担当職員が会場へ出向きお話しさせていただきま
す。開催時間は約1時間から1時間半程度です。会
場は主催者側で準備をお願いします。

②役場内で日程調整、結果連絡
　申し込みいただいた内容を担当課と調整させてい
ただき、その結果を文書で連絡します。

①申し込み
　自治会・団体・グループ（日野町内にお住まいお
勤めの方10人以上）で聞きたい講座を選び、役場企
画振興課までお申し込みください（電話・FAXでも
受け付けています）。
※開催予定日の2週間前が申し込み締め切りです。

皆
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
お
伺
い
し
ま
す
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温
故
知
新

日
野
歴
史
探
訪
　
は
じ
ま
り
ま
す

　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
。

歴
史
は
未
来
の
羅
針
盤

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

石
原

　

日
野
町
の
西
部
、
日
野
川
と
支
流
の

出い
ず
も雲
川が

わ

の
合
流
部
付
近
に
位
置
し
て
お

り
、
北
は
東
近
江
市
と
接
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
集
落
東
側
の
水
田
地
帯
に
は
、
中

世
は
「
市い

ち

道み
ち

」
な
ど
と
称
し
、
後
世
は

「
御ご

代だ
い

参さ
ん

街か
い

道ど
う

」
と
称
さ
れ
た
道
が
南
北

に
通
っ
て
お
り
、
石
原
に
は
そ
の
宿
場
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

石
原
の
あ
け
ぼ
の

　

石
原
一
帯
に
人
々
の
営
み
が
見
ら
れ
始

め
る
の
は
、
今
か
ら
約
2
千
年
前
の
弥
生

時
代
の
終
わ
り
頃
の
こ
と
で
す
。
昭
和
59

年
以
降
に
集
落
の
東
側
に
広
が
る
水
田
地

帯
で
行
わ
れ
た
宮み

や

ノの

前ま
え

遺い

跡せ
き

の
発
掘
調
査

で
、
様
々
な
形
の
土
器
が
出
土
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
は
、
弥
生
時
代

の
明
確
な
建
物
跡
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
が
こ
の
遺
跡
は
、
東
近
江
市
の
外そ

と

広ひ
ろ

遺い

跡せ
き

ま
で
続
く
広
大
な
も
の
で
、
そ
こ
で
は

方ほ
う

形け
い

周し
ゅ
う

溝こ
う

墓ぼ

な
ど
多
く
の
遺
構
が
見
つ
か

っ
て
い
ま
す
。

水す
い

神じ
ん

へ
の
ま
つ
り
の
あ
と

　

宮
ノ
前
遺
跡
は
、
奈
良
時
代
も
一
般
的

な
集
落
が
広
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
様
々
な
特
殊
な
遺
構
や
遺
物

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
特
筆
さ
れ
る
の
は
、
5
世
紀
中
頃

か
ら
6
世
紀
と
考
え
ら
れ
る
沼
跡
か
ら

見
つ
か
っ
た
約
四
百
点
に
及
ぶ
木
器
類
で

す
。
農
具
や
漁ぎ

ょ

撈ろ
う

具ぐ

、
容
器
、
建
築
部
材

な
ど
多
種
多
様
な
も
の
で
す
が
、
中
で
も

刀か
た
な

形が
た

や
剣け

ん

形が
た

、
鏃ぞ

く

形が
た

と
い
っ
た
形か

た

代し
ろ

と
言

わ
れ
る
祭さ

い

祀し

具ぐ

が
見
つ
か
っ
た
こ
と
は
、

農
耕
や
生
活
に
重
要
な
水
の
神
様
へ
の
祭

祀
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

和わ

同ど
う

開か
い

珎ち
ん

…
百
枚
の
埋ま

い

蔵ぞ
う

銭せ
ん

　

さ
ら
に
、
8
世
紀
と
考
え
ら
れ
る
遺
構

か
ら
、
土は

師じ

器き

の
甕か

め

に
納
め
ら
れ
た
百
枚

も
の
「
和
同
開
珎
」
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

和
同
開
珎
と
は
、和わ

銅ど
う

元
年
（
7
0
8
年
）

に
発
行
さ
れ
た
銅ど

う

銭せ
ん

で
す
。
当
時
そ
の
価

値
は
、
１
枚
（
１
文
）
が
１
日
の
労
働
の

対
価
と
さ
れ
て
お
り
、
平へ

い

城じ
ょ
う

京き
ょ
う

造ぞ
う

営え
い

の
費

用
な
ど
に
も
使
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
他

の
大
き
な
目
的
と
し
て
は
銭せ

ん

貨か

自
体
を
全

国
へ
流
通
さ
せ
る
こ
と
で
し
た
。

　

宮
ノ
前
遺
跡
の
和
同
開
珎
は
、
百
枚
が

数じ
ゅ
ず珠
つ
な
ぎ
と
な
っ
た
「
さ
し
銭
」
の
状

態
で
見
つ
か
り
ま
し
た
が
、
周
囲
の
状
況

か
ら
墓
な
ど
へ
の
供

き
ょ
う

献け
ん

と
は
考
え
ら
れ
ま

せ
ん
。
ま
た
、
溝
跡
か
ら
一
般
的
な
集
落

跡
か
ら
見
つ
か
る
例
の
少
な
い
、
円え

ん

面め
ん

硯け
ん

や
瓦

か
わ
ら

片へ
ん

も
見
つ
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
付
近

に
役
所
的
な
も
の
や
、
官
人
な
ど
有
力
者

の
居
宅
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
一
角
に
埋
納

さ
れ
た
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
『
続

し
ょ
く

日に

本ほ
ん

記き

』に
は
、和
銅
4
年（
7
1
1

年
）
10
月
に
多
く
の
銭
貨
を
貯
蓄
し
た
者

に
対
し
て
、
量
に
応
じ
て
位
を
授
け
る

「
蓄ち

く

銭せ
ん

叙じ
ょ

位い

法ほ
う

」
が
定
め
ら
れ
、
翌
月
4

日
の
条じ

ょ
う
に
は
実
際
に
位
が
授
け
ら
れ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
宮
ノ
前
遺
跡
に

和
同
開
珎
百
枚
を
貯
め
た
人
物
と
は
、
い

っ
た
い
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
。
蓄
銭
叙
位
法
に
よ
っ
て
位
を
授
け

ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
中
央
政
権
と
の

関
わ
り
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る

い
は
他
に
も
銭
貨
が
眠
っ
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
。
こ
う
し
た
多
く
の
謎
を
秘
め
た

遺
跡
が
石
原
地
区
に
は
残
っ
て
い
る
の
で

す
。

宮ノ前遺跡で見つかった和同開珎

宮ノ前遺跡の沼跡から見つかった刀や剣形の木製品
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