
　

そ
の
一
方
で
、
町
に
と
っ
て
良
い

ニ
ュ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。
日
本
テ

レ
ビ
系
列
の
「
日
本
列
島
ダ
ー
ツ
の

旅
」
の
ほ
か
、
数
多
く
の
テ
レ
ビ
番

組
や
新
聞
な
ど
で
日
野
町
の
話
題
が

大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
こ
の
11
月
か
ら
ふ
る
さ
と
納
税

制
度
を
活
用
し
た
日
野
町
の
特
産
品

P
R
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
日
野

菜
、
近
江
牛
、
近
江
米
、
丁で

っ

稚ち

よ
う

か
ん
な
ど
代
表
的
な
特
産
品
が
全
国

の
方
々
の
目
に
触
れ
る
機
会
が
増
え

て
き
て
い
ま
す
。

　

年
号
が
変
わ
る
時
は
、
変
化
が
起

こ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
み
な
ら
ず
、
我
が
国
で

も
首
相
が
交
代
し
、
世
界
で
も
米
国

大
統
領
が
交
代
す
る
な
ど
し
て
い
ま

す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
か
ら
も
今
年

は
ま
さ
に
変
化
の
年
で
あ
っ
た
と
い

え
ま
す
。

　

7
月
に
町
長
に
就
任
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
か
ら
、
早
い
も
の
で
6
か

月
目
に
な
り
ま
し
た
。
時
代
が
移
ろ

い
ゆ
く
中
で
も
、
先
人
の
皆
さ
ん
が

残
し
て
く
だ
さ
っ
た
日
野
町
の
誇
り

が
、
し
っ
か
り
と
次
時
代
に
受
け
継

が
れ
る
よ
う
努
力
を
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

師
走
の
候
、
今

年
も
残
り
ひ
と
月

と
な
り
ま
し
た
が
、

皆
さ
ま
は
い
か
が

お
過
ご
し
で
し
ょ

う
か
。
日
ご
ろ
は

町
政
各
般
に
わ
た

り
ご
理
解
・
ご
協

力
を
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
こ
と
に
心
よ
り
感
謝
を
申

し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
一
年
は
、
ま
さ
に
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
に
翻
弄
さ
れ
た
年
で
し

た
。
瞬
く
間
に
世
界
中
に
広
が
り
、

我
が
国
に
も
上
陸
、
長
期
間
に
わ
た

る
学
校
の
一
斉
休
校
や
緊
急
事
態
宣

言
な
ど
に
よ
り
社
会
経
済
活
動
が
一

時
的
に
ス
ト
ッ
プ
し
ま
し
た
。
そ
の

後
、
学
校
は
再
開
し
宣
言
も
解
除
さ

れ
た
も
の
の
、
そ
の
影
響
は
現
在
も

続
い
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
今
年
7
月
に
町

長
選
挙
が
執
行
さ
れ
、
第
6
代
日
野

町
長
に
就
任
を
い
た
し
ま
し
た
。
就

任
後
ま
も
な
く
、
当
町
に
お
い
て
も

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
が
判

明
し
ま
し
た
が
、
幸
い
に
し
て
感
染

拡
大
に
は
い
た
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
町

民
の
皆
さ
ま
の
感
染
対
策
へ
の
ご
協

力
に
感
謝
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

日野町長　堀江 和博

青雲之志
〜町長コラム〜

◆
問
い
合
わ
せ
先  

上
下
水
道
課 

下
水
道
担
当  
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不
明
水
削
減
の
た
め
に

　
  

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
不
明
水
と
は
下
水
道
の
桝
や
管
に
流
れ

込
む
雨
水
や
地
下
水
の
こ
と
を
言
い
ま

す
。
一
般
家
庭
な
ど
か
ら
の
不
明
水
が
下

水
処
理
施
設
に
多
量
に
流
れ
込
む
と
適
正

な
処
理
が
で
き
な
く
な
る
上
、
処
理
費
用

が
増
加
し
て
し
ま
い
ま
す
。
日
野
町
で
は

下
水
道
管
の
調
査
や
修
繕
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
不
明
水
の
原
因
は
、
汚
水
桝
に
誤
っ
て

雨
樋
の
接
続
を
し
て
い
る
場
合
や
、
宅
内

桝
や
公
共
汚
水
桝
が
破
損
し
て
雨
水
が
流

入
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
不
明
水
削
減
の
た
め
に
、
今
一
度
右
の

点
に
つ
い
て
ご
確
認
お
願
い
し
ま
す
。

宅内桝の修繕は指
定業者に連絡して
各自で修繕をお願
いします

公共汚水桝が破
損している場合
は左の番号に連
絡してね♪

ま
す

あ
ま
ど
い

個人管理 町管理

蒲生氏郷公顕彰会キャラクター
がもにゃん
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温
故
知
新

日
野
歴
史
探
訪

　私
達
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
。

近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」 ☎0748－52－0008

大
字
河
原

　

大
字
河か

わ

原ら

は
、
日
野
町
の
中
央
部
に
位

置
し
、
地
名
は
集
落
中
央
部
を
西
流
す
る

出い
ず
も雲
川
の
河
川
敷
に
立
地
す
る
こ
と
に
由

来
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

古
代
か
ら
中
世
初
期
の
こ
ろ
は
、
日
野

谷
一
帯
に
広
が
っ
て
い
た
日ひ

野の
の

牧ま
き

の
一
部

で
し
た
。「
牧
」
と
は
、
飼
育
や
繁
殖
の

目
的
の
た
め
に
牛
や
馬
を
放
牧
し
て
い
た

区
域
の
こ
と
で
、
当
時
は
草
原
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

江
戸
時
代
初
頭
の
領
主
は
幕
府
で
、
そ

の
後
松
山
藩
を
経
て
淀
藩
・
館た

て

林ば
や
し

藩
・
甲

府
藩
・
鳥と

羽ば

藩
・
浜
松
藩
な
ど
め
ま
ぐ
る

し
く
変
遷
し
、
幕
末
は
川か

わ

越ご
え

藩
と
な
っ
て

明
治
維
新
を
迎
え
ま
し
た
。

　

集
落
北
部
に
は
黄お

う

檗ば
く

宗
寺
院
の
浄

じ
ょ
う

光こ
う

寺

が
位
置
し
、
集
落
南
西
部
に
は
氏
神
の
天

満
宮
神
社
が
、
河
原
橋
の
北
詰
に
は
檜
之

神
社
（
元
野の

神が
み

）
が
そ
れ
ぞ
れ
鎮
座
し
て

い
ま
す
。

浄
光
寺
に
伝
わ
る
八は

っ

相そ
う

涅ね

槃は
ん

図ず

　

寺
伝
に
よ
れ
ば
、
浄
光
寺
は
行

ぎ
ょ
う

基き

の
開か

い

基き

で
、
蒲
生
氏
や
小
倉
氏
の
信
仰
を
あ
つ

め
た
古こ

刹さ
つ

で
し
た
。
蒲
生
氏
転
封
の
の
ち

一
時
寺
勢
が
衰
退
し
ま
す
が
、
江
戸
時
代

前
期
の
延え

ん

宝ぽ
う

年
間
に
正

し
ょ
う

明み
ょ
う

寺
三
世
の
晦か

い

翁お
う

が
招
か
れ
て
入
寺
し
、
中

ち
ゅ
う

興こ
う

開か
い

山さ
ん

と
な
り

ま
し
た
。
正
明
寺
は
近
江
黄
檗
宗
の
中
心

的
寺
院
で
、
後ご

水み
ず

尾の
お

法ほ
う

皇お
う

や
歴
代
林り

ん

丘き
ゅ
う

寺じ
の

宮み
や
（
一
世
は
後
水
尾
皇
女
）
と
の
ゆ
か
り

も
深
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
浄
光
寺
に
も
後

水
尾
法
皇
像
や
黄
檗
宗
高
僧
の
頂ち

ん

相ぞ
う

な
ど

貴
重
な
文
化
財
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
同
寺
に
伝
わ
る
注
目
す
べ

き
文
化
財
と
し
て
、
高た

か

田だ

敬け
い

輔ほ

の
手
に
な

る
「
紙し

本ほ
ん

著ち
ゃ
く

色し
ょ
く

八は
っ

相そ
う

涅ね

槃は
ん

図ず

」
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。

　

日
野
大お

お

窪く
ぼ

出
身
の
高
田
敬
輔
（
一
六
七

四
～
一
七
五
五
）
は
、
京

き
ょ
う

狩が

野の
う

派
の
総

帥
・
狩か

野の
う

永え
い

敬き
ょ
うに
画
技
を
学
ん
だ
江
戸
時

代
を
代
表
す
る
絵
師
で
、
信し

ん

楽ぎ
ょ
う

院
（
村
井
）

の
雲
龍
図
が
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

浄
光
寺
に
伝
わ
る
本
作
は
、
署
名
と
押

印
の
特
徴
か
ら
、
敬
輔
が
六
二
歳
か
ら
六

九
歳
の
法ほ

っ

橋き
ょ
う

位
に
あ
っ
た
時
期
に
描
か
れ

た
こ
と
が
知
ら
れ
、
法
橋
期
を
代
表
す
る

秀
作
と
し
て
平
成
二
十

一
年
十
一
月
五
日
に
県

の
指
定
文
化
財
と
な
り

ま
し
た
。

　

八
相
涅
槃
図
と
は
、

釈し
ゃ

迦か

入に
ゅ
う

滅め
つ

の
涅
槃
を
中

心
に
据
え
、
そ
の
左
右

に
釈
迦
の
生
涯
で
七
つ

の
重
要
な
出
来
事
を
描

い
た
図
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。

　

む
か
っ
て
右
上
か
ら

生し
ょ
う

天て
ん

下げ

天て
ん

・
託た

く

胎た
い
（
摩ま

耶や

夫
人
の
胎
内
に
入

る
）・
出
胎
（
誕
生
）
が

描
か
れ
、
左
の
下
か
ら

出
家
・
降ご

う

魔ま

・
成

じ
ょ
う

道ど
う

・
転て

ん

法ぼ
う

輪り
ん

、
そ
し
て

中
央
の
涅
槃
の
八
図
が
描
か
れ
た
、
縦
二

七
二
・
三
×
横
三
五
〇
・
〇
の
大
作
で

す
。

　

涅
槃
図
に
は
、
釈
迦
の
死
を
悲
し
ん
で

寄
り
集
ま
っ
た
人
々
や
動
物
た
ち
が
鮮
や

か
に
描
き
込
ま
れ
、
背
景
の
跋ば

つ

提だ
い

河が

（
古

代
イ
ン
ド
に
流
れ
る
川
で
、
釈
迦
が
こ
の

川
の
西
岸
で
涅
槃
し
た
）
を
中
心
と
す
る

山
水
表
現
も
見
事
で
す
。
中
で
も
興
味
深

い
の
は
、
図
左
端
下
方
の
水
辺
に
鯉こ

い

・

鯰な
ま
ず・
沢さ

わ

蟹が
に

・
鮎あ

ゆ

な
ど
の
淡
水
の
生
き
物
が

描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
涅
槃
図
に
魚

類
が
描
か
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
敬
輔
の

独
創
性
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
ま
す
。浄光寺八相涅槃図
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