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温
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日
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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
彩
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
。

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
近
江
日
野
商
人
ふ
る
さ
と
館「
旧
山
中
正
吉
邸
」　
☎
0
7
4
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5
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大
字
木
津

　
大
字
木
津
は
日
野
地
区
の
南
西
に
位
置

し
、
字
域
の
中
央
を
は
し
る
日
野
川
の
北
側

に
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。「
木
津
」と

い
う
地
名
は
全
国
各
地
で
見
ら
れ
、
一
般
的

に
木
材
の
集
積
地
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て

い
た
地
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。

　
日
野
町
の
木
津
も
、
綿
向
山
一
帯
よ
り
伐き

り
出
し
た
木
材
を
、
日
野
川
の
水
運
を
用
い

て
運
び
出
し
た
際
に
、
当
地
で
陸
揚
げ
し
て

い
た
こ
と
に
ち
な
む
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
の
日
野
川
の
流
路
は
、
付
け
替
え
が

行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
、
字

域
の
北
東
を
流
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
大
字
木
津
の
北
東
端
に
あ
た
る
地
域
は

「
這は

い

上あ
が

リ
」と
呼
ば
れ
、
日
野
川
旧
河
道
か
ら

大
窪
、
河
原
田
へ
と
上
が
る
急
坂
の
道
の
通

称
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
地
名
か
ら
、
土
地
の
歴
史
や
特
徴
を
う
か

が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

古
代
か
ら
の
開
発

　
こ
こ
で
は
複
数
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
お

り
、
現
在
の
集
落
が
形
成
さ
れ
る
前
の
木
津

を
知
る
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

森も
り

西に
し

城じ
ょ
う

遺
跡
は
大
字
木
津
の
字
森
西
か
ら

大
字
日
田
の
一
部
に
ま
で
広
が
る
弥
生
時
代

か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
集
落
遺
跡
で
、

３
棟
の
堀ほ

っ

立た
て

柱ば
し
ら

建た
て

物も
の

を
は
じ
め
、
数
多
く
の

遺
構
と
遺
物
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
出
土

し
た
弥
生
時
代
中
期
の
弥
生
土
器
は
、
複
数

の
模
様
や
穿せ

ん

孔こ
う

な
ど
の
装
飾
が
施ほ

ど
こ

さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
供き

ょ
う

献け
ん

用
の
特
殊
な
土
器
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
遺
構
や
遺
物
に
よ
り
、
明
確
な

弥
生
時
代
の
遺
跡
と
し
て
日
野
川
流
域
に
あ

た
る
本
遺
跡
は
、
こ
の
地
が
早
く
か
ら
開
発

さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
即そ

く

往お
う

寺じ

に

伝
わ
る
方ほ

う

便べ
ん

法ほ
っ

身し
ん

尊そ
ん

像ぞ
う

裏う
ら

書が
き

に
は
永え

い

正し
ょ
う
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（
１
５
２
０
）年
の
年
紀
と「
日ひ

野の
の

牧ま
き

木き

津ず

」と

い
う
地
名
が
見
え
ま
す
。
こ
の
頃
に
は
現
在

の
集
落
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
木

津
が
古
く
よ
り
要よ

う

衝し
ょ
うの
地
と
し
て
重
要
視
さ

れ
、
開
発
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

木
津
区
石
造
宝ほ

う

篋き
ょ
う

印い
ん

塔と
う

　
即
往
寺
の
向
か
い
に
あ
る
薬
師
堂
と
地

蔵
堂
の
左
手
前
側
の
基
壇
上
に
は
、
高
さ

１
６
７・
１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
宝
篋
印
塔

が
建
っ
て
い
ま
す
。
陰
刻
さ
れ
た
銘
文
か
ら

康こ
う

暦り
ゃ
く

元（
１
３
７
９
）年
に
造ぞ

う

立り
ゅ
う

さ
れ
た
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　
材
石
に
は
米こ

め

石い
し

と
呼
ば
れ
る
細さ

い

粒り
ゅ
う

黒く
ろ

雲う
ん

母も

花か

崗こ
う

岩が
ん

で
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
米
石
は
、

鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
室
町
時
代
初
期
に
か
け

て
、
宝
塔
や
宝
篋
印
塔
な
ど
の
石
造
品
に
用

い
ら
れ
て
お
り
、
硬
質
で
風
化
し
に
く
く
、

ま
た
繊
細
な
細
工
も
し
や
す
い
良
質
な
石
材

で
す
。
こ
の
米
石
は
、
日
野
町
の
蔵
王
で
産

出
さ
れ
、
中
世
に
数
多
く
の
石
造
品
の
材
石

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
近
世
で
は
ほ
と
ん
ど

使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
大
き
な
欠
損
も
な
く
、
ほ
ぼ
完
全
な
姿
を

と
ど
め
る
本
塔
は
、
昭
和
37（
１
９
６
２
）年

10
月
1
日
に
町
指
定
文
化
財
と
な
り
、
石
大

工
の
豊
か
な
細
工
技
術
の
特
色
を
今
に
伝
え

て
い
ま
す
。
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町
で
は
、3
名
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
に
着
任
い
た
だ
き「
関

係
人
口
の
創
出
と
拡
大
」「
移
住
・
定
住
の
促
進
」に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　
今
月
号
で
は
吉よ

し

海か
い

星せ
い

来な

さ
ん
の
活
動
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
日
野
高
校
の
生
徒
の
皆
さ
ん
が
地
域
課
題
を
テ
ー
マ
に
体
験
し

な
が
ら
学
ぶ
授
業「
ひ
の
チ
ャ
レ
」で
、10
月・11
月
に
空
き
家
講
座

の
担
当
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
授
業
で
は
、空
き
家
の
課
題
を
学
ん
だ
あ
と
、空
き
家
の
活
用
ア

イ
デ
ア
を
考
え
、最
終
日
に
は
課
外
実
習
と
し
て
D
I
Y
体
験
を
実

施
し
ま
し
た
。実
習
当
日
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
ペ
ン
キ
塗
り
、柿か

き

渋し
ぶ

塗
り
、

ト
イ
レ
の
内
装
、草
刈
り
な
ど
と
い
っ
た
作
業
を
、グ
ル
ー
プ
に
分

か
れ
て
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。ペ
ン
キ
と
柿
渋
の
匂
い
が

想
像
以
上
に
き
つ
く「
き
ゃ
ー
臭
い
！
」と
は
し
ゃ
ぎ
な
が
ら
も
真

剣
に
お
手
伝
い
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。い
ろ
ん
な
意
味
で
思
い
出
に

残
る
日
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
町
民

の
皆
さ
ん
と
、こ
の
よ
う
な
機
会
を
作
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

12
月
11
日（
日
）は
、ま
ち
の
コ
イ
ン「
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
イ
ベ
ン

ト
」を
開
催
し
ま
し
た
。大
津
市
や
近
江
八
幡
市
な
ど
町
外
か
ら
も

参
加
い
た
だ
き
、延
べ
32
名
の
方
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

当
日
私
は〝
に
ゃ
ん
福ぷ

く

亭て
い

〞さ
ん（
松
尾
）の「
用
心
下
駄
ス
ト
ラ
ッ

プ
の
制
作
体
験
」の
お
手
伝
い
を
し
ま
し
た
。

ま
ち
の
コ
イ
ン
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
さ
れ
る
方
は
交
流
を
求
め
て
来
ら

れ
る
の
で
、あ
た
た
か
い
人
が
多
く
、素
敵
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で

き
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。

　
今
年
も
引
き
続
き
、ま
ち
の
コ
イ
ン
や
D
I
Y
イ
ベ
ン
ト
、日
野
と
若

者
を
つ
な
ぐ
よ
う
な
機
会
を
企
画
し
て
い
き
ま
す
の
で
楽
し
み
に
し
て

い
て
く
だ
さ
い
。

◆問い合わせ先　企画振興課　企画人権担当　☎ 0748-52-6552

ひの若
わか

者
もん

会
かい

議
ぎ

（仮） 通信
ひの若者会議（仮）とは

　次世代を担う若者が、自分たちができること、したいこと
で、ちょっと日野にいいアイデアを具体的なアクションに
つなげていくための集まり。参加メンバーで取り組むテー
マごとに「部活」をつくり、プロジェクト化に向け、具体的に
できることを考えています。

部活の紹介④　「ユーチュー部」

　「ユーチュー部」では、“日野町の人”にスポットをあてて、
伝統文化をつなぐための動画を撮影し、アーカイブ配信す
ることで、“日野町の人”が“日野町の人”をよく知っている
ことをめざし、活動を進めていきます。
　このほか、ほかの部活の活動も情報発信するなかで、“日
野の若

わか　もん

者”にもスポットを当てていきます。
部活の紹介⑤　「音楽マーチ部」

　「音楽マーチ部」では、“子どもが楽しめること”をするこ
とで、親や地域の人も元気になれるよう、具体的にできるこ
とを考え、アクションにつなげていきます。

　メンバーでロゴを作成しました ☝
　皆さんに親近感を持ってもらい、若者の輪に多く
の人を呼び込みたいという思いがこもっています。

　まずは、就学前の子どもに“音楽”や“楽器”にふれあう機
会をつくるとともに、活動を継続して続けていけるような
体制づくりを進めるべく、企画調整を進めています。
部活の紹介⑥　「サウナ部」

　「サウナ部」では、サウナを手段のひとつとして、“コミュ
ニティの場づくり”を進めるとともに、活動を町内のさまざ
まな場所で行い、日野町で楽しめるよう活動を進めていき
ます。
　まずは、メンバーを
集め、取り組みを進め
ていくための“サウナ
ミーティング”を開催
すべく、企画調整を進
めています。

ま
ち
の
コ
イ
ン

イ
ン
ス
ト
ー
ル

vol.５
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や
宝
篋
印
塔
な
ど
の
石
造
品
に
用

い
ら
れ
て
お
り
、
硬
質
で
風
化
し
に
く
く
、

ま
た
繊
細
な
細
工
も
し
や
す
い
良
質
な
石
材

で
す
。
こ
の
米
石
は
、
日
野
町
の
蔵
王
で
産

出
さ
れ
、
中
世
に
数
多
く
の
石
造
品
の
材
石

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
近
世
で
は
ほ
と
ん
ど

使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
大
き
な
欠
損
も
な
く
、
ほ
ぼ
完
全
な
姿
を

と
ど
め
る
本
塔
は
、
昭
和
37（
１
９
６
２
）年

10
月
1
日
に
町
指
定
文
化
財
と
な
り
、
石
大

工
の
豊
か
な
細
工
技
術
の
特
色
を
今
に
伝
え

て
い
ま
す
。

【
即
往
寺
】

【
木
津
区
石
造
宝
篋
印
塔
】

地
域
お
こ
し
協
力
隊

活
動
記
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町
で
は
、3
名
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
に
着
任
い
た
だ
き「
関

係
人
口
の
創
出
と
拡
大
」「
移
住
・
定
住
の
促
進
」に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　
今
月
号
で
は
吉よ

し

海か
い

星せ
い

来な

さ
ん
の
活
動
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
日
野
高
校
の
生
徒
の
皆
さ
ん
が
地
域
課
題
を
テ
ー
マ
に
体
験
し

な
が
ら
学
ぶ
授
業「
ひ
の
チ
ャ
レ
」で
、10
月・11
月
に
空
き
家
講
座

の
担
当
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
授
業
で
は
、空
き
家
の
課
題
を
学
ん
だ
あ
と
、空
き
家
の
活
用
ア

イ
デ
ア
を
考
え
、最
終
日
に
は
課
外
実
習
と
し
て
D
I
Y
体
験
を
実

施
し
ま
し
た
。実
習
当
日
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
ペ
ン
キ
塗
り
、柿か

き

渋し
ぶ

塗
り
、

ト
イ
レ
の
内
装
、草
刈
り
な
ど
と
い
っ
た
作
業
を
、グ
ル
ー
プ
に
分

か
れ
て
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。ペ
ン
キ
と
柿
渋
の
匂
い
が

想
像
以
上
に
き
つ
く「
き
ゃ
ー
臭
い
！
」と
は
し
ゃ
ぎ
な
が
ら
も
真

剣
に
お
手
伝
い
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。い
ろ
ん
な
意
味
で
思
い
出
に

残
る
日
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
町
民

の
皆
さ
ん
と
、こ
の
よ
う
な
機
会
を
作
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

12
月
11
日（
日
）は
、ま
ち
の
コ
イ
ン「
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
イ
ベ
ン

ト
」を
開
催
し
ま
し
た
。大
津
市
や
近
江
八
幡
市
な
ど
町
外
か
ら
も

参
加
い
た
だ
き
、延
べ
32
名
の
方
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

当
日
私
は〝
に
ゃ
ん
福ぷ

く

亭て
い

〞さ
ん（
松
尾
）の「
用
心
下
駄
ス
ト
ラ
ッ

プ
の
制
作
体
験
」の
お
手
伝
い
を
し
ま
し
た
。

ま
ち
の
コ
イ
ン
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
さ
れ
る
方
は
交
流
を
求
め
て
来
ら

れ
る
の
で
、あ
た
た
か
い
人
が
多
く
、素
敵
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で

き
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。

　
今
年
も
引
き
続
き
、ま
ち
の
コ
イ
ン
や
D
I
Y
イ
ベ
ン
ト
、日
野
と
若

者
を
つ
な
ぐ
よ
う
な
機
会
を
企
画
し
て
い
き
ま
す
の
で
楽
し
み
に
し
て

い
て
く
だ
さ
い
。

◆問い合わせ先　企画振興課　企画人権担当　☎ 0748-52-6552

ひの若
わか

者
もん

会
かい

議
ぎ

（仮） 通信
ひの若者会議（仮）とは

　次世代を担う若者が、自分たちができること、したいこと
で、ちょっと日野にいいアイデアを具体的なアクションに
つなげていくための集まり。参加メンバーで取り組むテー
マごとに「部活」をつくり、プロジェクト化に向け、具体的に
できることを考えています。

部活の紹介④　「ユーチュー部」

　「ユーチュー部」では、“日野町の人”にスポットをあてて、
伝統文化をつなぐための動画を撮影し、アーカイブ配信す
ることで、“日野町の人”が“日野町の人”をよく知っている
ことをめざし、活動を進めていきます。
　このほか、ほかの部活の活動も情報発信するなかで、“日
野の若

わか　もん

者”にもスポットを当てていきます。
部活の紹介⑤　「音楽マーチ部」

　「音楽マーチ部」では、“子どもが楽しめること”をするこ
とで、親や地域の人も元気になれるよう、具体的にできるこ
とを考え、アクションにつなげていきます。

　メンバーでロゴを作成しました ☝
　皆さんに親近感を持ってもらい、若者の輪に多く
の人を呼び込みたいという思いがこもっています。

　まずは、就学前の子どもに“音楽”や“楽器”にふれあう機
会をつくるとともに、活動を継続して続けていけるような
体制づくりを進めるべく、企画調整を進めています。
部活の紹介⑥　「サウナ部」

　「サウナ部」では、サウナを手段のひとつとして、“コミュ
ニティの場づくり”を進めるとともに、活動を町内のさまざ
まな場所で行い、日野町で楽しめるよう活動を進めていき
ます。
　まずは、メンバーを
集め、取り組みを進め
ていくための“サウナ
ミーティング”を開催
すべく、企画調整を進
めています。

ま
ち
の
コ
イ
ン

イ
ン
ス
ト
ー
ル

vol.５
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