
駅
の
歴
史

　

明
治
時
代
、
近
江
鉄
道
の
敷
設
、
日
野
駅

開
設
に
は
、
近
江
日
野
商
人
が
尽
力
し
ま
し

た
。（「
近
江
日
野
の
歴
史　

第
８
巻　

史
料

編
」
参
照
）

　

そ
し
て
、
明
治
33
年
10
月
１
日
、
近
江
鉄

道
八
日
市
～
日
野
間
が
開
通
し
た
こ
と
に
よ

り
、
日
野
駅
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

開
通
式
に
は
、
大
字
上
野
田
の
入
り
口
に

花
門
を
造
り
、
郷ご

う

社し
ゃ

祭
に
合
わ
せ
て
曳ひ

き

山や
ま

が

出
さ
れ
、
も
ち
ま
き
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
多

く
の
観
覧
客
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。
同
年
12

月
28
日
に
は
、
日
野
～
貴
生
川
間
が
開
通
し

ま
し
た
。

　

駅
周
辺
に
は
日
野
運
輸
株
式
会
社
や
米
穀

店
な
ど
も
進
出
し
、
駅
へ
の
新
道
も
整
備
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
６
年
に
米
原
～

貴
生
川
間
の
全
線
が
開
通
し
ま
し
た
。

　

現
在
建
っ
て
い
る
日
野
駅
舎
は
、
開
業
以

来
そ
の
ま
ま
の
姿
で
残
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
歴
史
あ
る
建
物
で
特
徴
的
な
も
の
の

一
つ
と
し
て
、「
鬼
瓦
」
が
あ
り
ま
す
。
近

江
鉄
道
の
「
近
」
と
い
う
字
が
あ
し
ら
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

近
年
で
は
、
平
成
18
年
に
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

の
撮
影
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
田
舎
体

験
受
入
時
に
受
け
入
れ
家
族
と
初
め
て
出
会

う
「
対
面
式
」
の
場
に
も
使
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
交
通
の
拠
点
と
し
た
役

割
だ
け
で
な
く
、
古
き
建
物
を
生
か
し
た
活

用
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

特 集
日野駅

ふ
る
さ
と
の
思
い
出 

こ
こ
に
あ
り

　

町
で
唯
一
の
駅
「
日
野
駅
」。
そ
の
歴
史
は
明
治
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
、

今
も
な
お
町
の
玄
関
口
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
電
車
、

バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
な
ど
、
公
共
交
通
の
要
と
し
て
、
町
の
発
展
と
と
も
に

歩
み
続
け
て
い
ま
す
。
今
月
号
で
は
日
野
駅
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
駅
に

関
わ
る
方
々
の
声
を
お
届
け
し
ま
す
。

▲真ん中に「近」と書かれた鬼瓦
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駅
と
と
も
に
歩
む

　

明
治
41
年
、
駅
か
ら
の
要
請
で
店
を
駅
前

に
移
し
、
開
業
さ
れ
た
松

し
ょ
う

喜き

園え
ん

さ
ん
。
現
在
、

飲
食
業
と
自
転
車
預
か
り
を
営
ま
れ
て
い
ま

す
。
開
設
当
時
の
こ
と
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　

駅
が
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
昔
。
朝
の
通
勤
時

に
は
、
タ
バ
コ
な
ど
を
買
い
求
め
る
人
が
押

し
寄
せ
、
３
人
が
か
り
で
販
売
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
冬
の
寒
い
時
期
に
は
暖
を
と
っ
て
も

ら
お
う
と
、た
き
火
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
も

あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

昭
和
30
年
頃
に
は
、
京
都
な
ど
へ
の
通
勤

者
で
に
ぎ
わ
い
、
３
両
編
成
の
電
車
が
運
行
。

満
員
電
車
で
乗
れ
な
い
人
が
あ
っ
た
こ
と

や
、
駅
構
内
に
は
売
店
が
あ
り
、
買
い
求
め

る
人
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
と
て
も
印

象
に
残
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
日
野

駅
か
ら
京
都
ま
で
の
直
通
バ
ス
が
あ
り
、
そ

れ
を
利
用
す
る
人
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
し

た
。

　

昔
は
就
職
で
日
野
を
離
れ
る
と
き
、
新
婚

旅
行
に
出
発
す
る
と
き
な
ど
、
人
生
の
節
目

で
駅
が
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
駅
は
「
出

会
い
と
別
れ
の
場
」。
時
代
と
と
も
に
周
り

の
風
景
や
利
用
す
る
人
は
変
わ
っ
て
も
、
日

野
駅
は
昔
の
ま
ま
で
す
。「
ガ
チ
ャ
コ
ン
は
、

人
だ
け
で
な
く
、
人
の
思
い
も
乗
せ
て
走
っ

て
い
ま
す
」。
多
く
の
学
生
や
観
光
客
、
町

の
方
と
出
会
わ
れ
る
中
で
、「
駅
が
あ
る
か

ら
こ
そ
、
人
の
流
れ
が
あ
り
、
町
が
生
き
生

き
と
し
て
い
ま
す
。
人
生
の
ド
ラ
マ
を
見
守

り
続
け
て
い
る
日
野
駅
。
こ
れ
か
ら
も
大
切

に
残
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
」
と
、
日
野
駅
は
、

利
用
者
の
思
い
が
詰
ま
っ
た
場
所
で
も
あ
り

ま
す
。

町
に
住
み
　
駅
で
働
く

　

日
野
町
に
お
住
ま
い
の
山や

ま

中な
か

登の
ぼ
る

さ
ん
は
、

昭
和
42
年
に
近
江
鉄
道
に
就
職
さ
れ
、
運
転

士
や
日
野
駅
長
を
経
て
、
現
在
は
月
10
日
ほ

ど
日
野
駅
で
勤
務
さ
れ
て
い
ま
す
。
長
年
見

続
け
て
こ
ら
れ
た
日
野
駅
の
お
話
を
お
聞
き

し
ま
し
た
。

　

昔
は
、「
タ
ブ
レ
ッ
ト
」
と
い
う
輪
を
運

転
士
が
渡
し
あ
う
こ
と
で
、
安
全
を
保
障
し

た
り
、
電
車
の
発
着
を
紙
の
カ
ー
ド
で
確
認

し
た
り
、
手
作
業
が
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。

「
今
は
電
化
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
頃
の
技
術

は
、
今
も
体
に
し
み
こ
ん
で
い
ま
す
」。
機
械

化
が
進
む
中
、
今
も
窓
口
で
駅
員
さ
ん
が
昔

と
変
わ
ら
な
い
分
厚
い
切
符
を
販
売
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

以
前
は
郵
便
列
車
が
あ
り
、
駅
で
小
荷
物

の
郵
便
業
務
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

当
時
は
、
３
人
く
ら
い
の
駅
員
が
勤
務
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
年
末
に
は
１
０
０
個
ほ
ど
の

荷
物
が
運
搬
さ
れ
、
現
在
の
無
料
駐
車
場
に

そ
の
た
め
の
会
社
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
現
在
、
沿
線
の
中
で
も
木
造
の
駅
舎
は

と
て
も
め
ず
ら
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
同
窓

会
な
ど
で
日
野
に
帰
っ
て
こ
ら
れ
た
方
が

『
60
年
ぶ
り
に
帰
っ
て
き
て
も
、
日
野
駅
だ

け
は
昔
の
雰
囲
気
が
残
っ
て
い
る
』
と
言
わ

れ
ま
す
」
と
、
駅
を
懐
か
し
む
声
を
た
く
さ

ん
聞
か
れ
て
い
ま
す
。

　

昔
は
、
朝
７
時
半
頃
が
通
勤
で
と
て
も
に

ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
国
鉄
と
近
江
鉄
道
の

共
通
切
符
が
あ
り
、
中
に
は
、
東
京
都
内
、

広
島
、
群
馬
な
ど
ま
で
切
符
を
買
っ
て
利
用

す
る
人
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

大
雪
が
降
れ
ば
、「
電
車
に
乗
る
人
が
長

靴
を
は
い
て
い
な
く
て
も
、
安
全
に
電
車
に

乗
れ
る
よ
う
に
」
と
、
朝
４
時
半
か
ら
雪
か

き
を
さ
れ
ま
す
。「
駅
が
駅
員
の
手
で
元
気

に
機
能
し
て
い
る
姿
を
見
て
ほ
し
い
」
と
、

山
中
さ
ん
た
ち
の
心
の
こ
も
っ
た
気
配
り
が

駅
を
生
き
生
き
と
さ
せ
て
い
ま
す
。

▲松喜園の傍がバスの停留場所

▲昭和 30 年代の日野駅のホーム

▲駅員さんがおられる朝7時から夜8時までは直接切符を購入
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電
車
・
バ
ス
の
利
用

電
車 
　

近
江
鉄
道
は
、
昭
和
40
年

代
に
は
年
間
１
０
０
０
万
人

を
超
え
る
利
用
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

車
社
会
の
進
展
と
と
も
に
年
々
減
少
し
、
平

成
初
期
に
は
４
０
０
万
人
と
な
り
ま
し
た
。

最
近
で
は
、
平
成
7
年
の
4
8
4
万
人
を

ピ
ー
ク
に
次
第
に
減
少
し
、
平
成
14
年
に
は
、

3
6
9
万
人
ま
で
落
ち
込
み
ま
し
た
。
そ
の

後
、平
成
19
年「
フ
ジ
テ
ッ
ク
前
駅
」（
彦
根
市
）

の
開
業
な
ど
に
よ
り
、
4
3
9
万
人
に
ま
で

回
復
し
増
加
傾
向
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

平
成
21
年
度
に
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

の
流
行
や
高
速
道
路
休
日
料
金
の
割
引
な
ど
、

社
会
状
況
の
あ
お
り
を
受
け
、
利
用
者
数
は

減
少
し
て
い
ま
す
。

　

近
江
鉄
道
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
改
善

し
、
さ
ら
な
る
利
用
促
進
を
図
る
た
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
乗
車
券
を
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

ご
家
族
で
お
出
か
け
の
際
や
学
校
の
行
事
等

に
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
町
で
は
、
Ｊ
Ｒ
草
津
線
の
利
便
性

の
向
上
に
向
け
て
、「
滋
賀
県
草
津
線
複
線
化

促
進
期
成
同
盟
会
」
に
加
入
し
、
利
用
促
進

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
京
阪
神
方
面
に
お

出
か
け
の
際
は
、
近
江
鉄
道
と
と
も
に
Ｊ
Ｒ

草
津
線
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

バ
ス 

　

町
営
バ
ス
の
利
用
者
は
、

年
々
減
少
し
て
お
り
、
平
成

21
年
度
に
若
干
増
加
し
、
運
賃
収
入
も
増
加

し
ま
し
た
が
、
平
成
22
年
度
に
は
再
び
減
少

し
て
い
ま
す
。

　

近
江
バ
ス
（
日
八
線
）
に
つ
い
て
は
、
利
用

者
の
減
少
傾
向
が
続
い
て
お
り
、
厳
し
い
運

営
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

バ
ス
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
通
勤
・
通
学
、

通
院
・
買
い
物
な
ど
、
日
常
生
活
に
と
っ
て

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
移
動
手
段
で
す
。

特
に
、
子
ど
も
や
高
齢
者
な
ど
車
を
運
転
さ

れ
な
い
方
の
生
活
に
は
、
大
変
重
要
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

地
域
の
身
近
な
バ
ス
を
守
り
、
充
実
し
て

い
く
た
め
に
は
、
一
人
で
も
多
く
の
方
に
バ

ス
を
ご
利
用
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

公
共
交
通
機
関
に
は

便
利
で
お
得
な
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
！

　

近
年
で
は
、
地
球
温
暖
化
に
伴
う
温
室
効

果
ガ
ス
の
削
減
策
の
一
つ
と
し
て
、
公
共
交
通

機
関
の
利
用
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、
交
通
渋
滞
を
緩
和
し
た

り
、
時
間
ど
お
り
に
目
的
地
に
着
け
た
り
す

る
な
ど
の
利
点
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
日
野
駅
に
は
、
町
営
駐
車
場
（
無

料
・
20
台
）、
町
営
駐
輪
場
（
無
料
）
を
設
け

て
お
り
、
電
車
や
バ
ス
に
乗
り
継
ぐ
こ
と
が

で
き
、
例
え
ば
、
京
都
ま
で
約
1
時
間
15
分

で
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
駅
の
ト
イ
レ
は
、

内
池
ク
リ
ー
ン
ク
ラ
ブ
の
皆
さ
ん
が
清
掃
を

し
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
、
気
持
ち
の
よ
い
環

境
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
の
行
動
の
見
直
し
が
地
球
環

境
に
と
っ
て
や
さ
し
い
取
り
組
み
に
つ
な

が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

み
ん
な
で
電
車
や
バ
ス
の
お
得
な
利
用
方

法
を
活
用
し
、
公
共
交
通
機
関
を
守
っ
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
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近江鉄道利用者の推移
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町営バスの運営状況
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近江バス（日八線）利用者は減少傾向
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※バスの事業年度は、10月～ 9月です。
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電車

バス

電車・バス

※フリーきっぷ�近江鉄道全線１日乗り放題のきっぷ

S・Sフリーきっぷ

環境フリーきっぷ

ワンコインエコパス

学活フリーきっぷ

土日祝日（年末年始除く）発売
おとな  550 円  ・  こども  280 円
お買い物や沿線の散策など、どなた
でもご利用いただけます。

小判手形定期券
定期券購入の方は１乗車100円
　満61歳以上の方なら、どなたでもご利用い
ただける定期券です。小判手形定期券を購入
いただくと、日野町営バス、近江バス・湖国
バス（一部を除く）が 1 乗車100円でご利用
いただけます。日野駅前観光案内所などで販
売しています。
●金額　1 か月 2,000 円
　　　　3 か月 5,000 円
　　　　6 か月 9,000 円
※購入時には身分証明書
　が必要です。

企業・各種団体のノーカーデー実施日（要予約）
鉄道・バス共通 800 円
鉄道のみ 550 円・バスのみ 400 円
企業・各種団体が独自にノーカーデーを設定し、実施される
ときにご利用いただけます。

　交通渋滞の緩和、二酸化炭素の削減などに少しでも協力
していただくため、マイカー、バイク通勤者を対象に、毎週
金曜日は１乗車１００円（ワンコイン）で電車・路線バスが利
用できる取り組みです。
●適用路線　　鉄道／近江鉄道全線
　　　　　　　バス／県内全域
　　　　　　　（高速バス、定期観光バスを除く）
●対象者　マイカーやバイクで通勤されている方
　　　　　　※事業所の登録が必要です
●登録方法　ワンコインエコパス登録用紙にご記入の上、近

江鉄道、またはお近くのバス会社にお申し込
みください。

ウォーキング・ハイキング
フリーきっぷ
毎日発売（年末年始除く）
おとな  550 円  ・  こども  280 円
グループ（3 名以上）　毎日 7：00 ～ 17：00 の発売
個人　平日　 9：00 ～ 10：00 の発売
　　　土日祝 7：00 ～ 17：00 の発売
ウォーキング・ハイキングをされる方に限ります。
ご購入には申込用紙への記入が必要です。

毎日発売（要予約）
おとな  550 円  ・  こども  280 円
学生および児童の団体で 10 人以上。
学校の行事（遠足等）や部活動など
にご利用いただけます。

電車とバスの
お得な情報は
こちら！

近江鉄道では、ほかにも便利なフリーきっぷ・乗車券を販売
されています。

◆問い合わせ先　近江鉄道　鉄道部　 ☎ 0749−22−3303

◆問い合わせ先  企画振興課  企画人権担当
　　　　　　　  ☎�6552　有線⑤8963

鉄道便利に使っています！
 ～利用者にインタビュー～
○電車で通勤して20年。自転車しか乗らないの

で、家族が心配し、「ガチャコンでいきな」と
言ってくれています。私にとって、電車は大
切な足になっています。

○土日の部活動の遠征にＳＳフリーきっぷを活用
しています。近江鉄道沿線の高校で合同練習
を行っており、とても便利に使っています。

二酸化炭素の排出量はどれくらい削減できるの?
通勤距離 10km、
年間通勤日数 240 日の方１０人が
マイカー通勤から電車通勤に変えると
　　　　　　　　　　　↓
事業所における年間 CO2 削減量は 5,690kg
スギの木約 400 本（約 4,800㎡）が 1 年間に吸収する CO2 量
に相当する分を削減！

◆問い合わせ先  近江鉄道 鉄道部 ☎0749−22−3303

◆問い合わせ先
　滋賀県 土木交通部 交通政策課  ☎077−528−3681

◆問い合わせ先
　近江鉄道
　八日市営業所
　☎�5511

広報ひの　2011.2.15




