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毎
年
、日
野
中
学
校
の
生
徒
に
向
け

て
講
演
を
す
る
機
会
を
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。今
年
は
9
月
下
旬
に
、3
年
生
を

前
に
直
接
思
い
を
語
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。テ
ー
マ
は「
ま
ち
づ
く
り
」な

の
で
す
が
、話
の
大
部
分
は「
日
野
町
と

我
々
の
先
人
が
、い
か
に
す
ご
い
か
」と

い
う
内
容
に
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
に
至
る
伝
統
行
事
・
自
治
組
織
・

町
並
み
な
ど
、町
の
基
礎
を
つ
く
っ
た

の
は
江
戸
時
代
の
日
野
商
人
を
は
じ
め

と
す
る
先
人
た
ち
で
す
。北
関
東
を
中

心
に
全
国
で
活
躍
し
、日
野
椀
や
合
薬

の
販
売
、現
地
で
は
醸
造
業
等
に
携
わ

り
、今
で
い
う
コ
ン
ビ
ニ
経
営
の
よ
う

な
多
店
舗
経
営（
千
両
店
）を
行
い
ま
し

た
。当
時
画
期
的
な
商
人
組
合
を
組
織

す
る
な
ど
多
く
の
商
法
を
生
み
出
し
、

全
国
長
者
番
付
に
も
数
多
く
名
を
連
ね

ま
し
た
。ま
さ
に
日
本
経
済
の
中
心
に

い
た
の
が
日
野
商
人
で
す
。

　
そ
し
て
何
よ
り
す
ご
い
の
は
、経
済

性
と
倫
理
性
を
両
立
す
る
精
神
性
で

す
。日
野
商
人
が
重
視
し
た
徳
目
は「
陰い

ん

徳と
く

善ぜ
ん

事じ

」で
す
。陰
な
が
ら
世
に
尽
く
す

思
想
か
ら
は
、神
仏
へ
の
信
仰
心
の
篤あ

つ

さ
も
伺
え
ま
す
。い
わ
ゆ
る「
三
方
よ
し

（
売
り
手
よ
し
・
買
い
手
よ
し
・
世
間
よ

し
）」を
含
め
、現
代
の
Sエ
ス
デ
ィ
ー
ジ
ー
ズ

D
G
s
よ
り
も

2
0
0
年
以
上
前
か
ら
、我
々
の
先
人

は
最
先
端
の
経
営
を
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　
明
治
22
年
に
は
全
国
で
町
村
制
が
施

行
さ
れ
、滋
賀
県
は
6
町
1
8
9
村
で

成
立
し
ま
し
た
が
、最
初
の
6
町
は
大

津
町
、彦
根
町
、長
浜
町
、八
幡
町
、八
日

市
町
、そ
し
て
日
野
町
で
す
。当
時
最
先

端
施
設
で
あ
っ
た
郵
便
局
や
女
学
校

（
現
日
野
高
校
）は
、大
津
に
次
い
で
県

内
2
番
目
に
設
置
、ま
た
近
江
鉄
道
設

立
に
も
尽
力
し
、二
代
目
社
長
は
日
野

商
人
で
す
。

　
以
上
は
話
の
一
部
で
す
が
、そ
ん
な

話
を
資
料
を
ま
じ
え
延
々
と
語
り
ま
す
。

最
後
に
は「
こ
ん
な
に
す
ご
い
先
人
の

血
を
引
い
て
い
る
君
た
ち
は
、日
本
中

い
や
世
界
中
で
活
躍
で
き
る
か
ら
自
信

を
持
っ
て
勉
強
に
部
活
に
が
ん
ば
っ
て

ほ
し
い
」と
激
励
し
ま
す
。そ
し
て「
ふ

る
さ
と
日
野
町
を
ず
っ
と
大
事
に
し
て

ほ
し
い
」と
締
め
く
く
り
ま
す
。彼
ら
彼

女
ら
に
は
、日
野
町
に
生
ま
れ
た
こ
と

を
誇
り
に
思
い
、が
ん
ば
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

～町長コラム～

日野町長　堀江 和博

日野町の
誇りある先人たち

『たぬきの本　里山から街角まで』
  村

む ら た

田哲
てつろう

郎ほか／著　共和国

　民話にもよく登場し、日本では
古くから親しまれてきた動物、た
ぬき。そんなたぬきに魅せられた
著者たちが動物園のたぬき、たぬ
きの飼育、信楽狸、たぬき寺、たぬ
きイメージの変遷などさまざま
な観点から熱く語ります。たぬき
の魅力にあふれた一冊です。

■…休館日　　　○…えいが会　　　◇…託児サービス
■…おはなし会　■…おひざでだっこのおはなし会
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月 火 水 木 金 土 日
12月

「おはなし会」 12月2日(土)、9日(土)、23日(土)
10：30～（15分程度）

「おひざでだっこのおはなし会」
12月16日(土)11:15～（20分程度）
3歳くらいまでの親子を対象に絵本や手遊び、
わらべうたなどをしています。

「託児サービス」 12月13日(水)、20日(水)
10：00～12：00　対象：０歳から３歳

「えいが会」 12月17日(日) 14：00～
『すばらしき世界』 2021年／日本(126分)

○図書館クイズラリー「図書館クラブからの挑戦状」
日　　時　12月24日(日) 10:30～12:00
申込期間　12月17日(日) まで

※行事・サービスは中止する場合があります。

歴
史
は
未
来
の
羅
針
盤

温
故
知
新

大
字
小こ

み

か

ど

御
門

　
大
字
小
御
門
は
、
必
佐
地
区
の
中
央
や
や

東
寄
り
に
位
置
し
、
区
域
の
南
端
近
く
を

出い
ず
も雲
川が

わ

が
西
流
し
て
い
ま
す
。
そ
の
出
雲
川

右
岸
を
中
心
と
す
る
緩
や
か
な
扇せ

ん
じ
ょ
う
ち

状
地
が
区

域
の
南
半
分
を
占
め
、
北
半
分
は
中ち

ゅ
う

位い

段だ
ん

丘き
ゅ
う

面め
ん

が
占
め
て
い
ま
す
。

　
名
の
由
来
は
、
江
戸
時
代
の
地
誌
で
あ
る

『
蒲が

も
う生
旧き

ゅ
う

趾し

考こ
う

』
に
よ
る
と
、
南
北
朝
時
代
に

亀か
め
や
ま山
天
皇
の
第
５
皇
子
で
あ
る
五い

つ
つ
じ
の辻
宮み

や
も
り守
良よ

し

親し
ん
の
う王
が
、
小
谷
山
城
主
蒲が

も
う生
氏
を
頼
り
、
当

地
に
居
住
し
、
後
に
同
親
王
が
小
御
殿
と
称

さ
れ
た
こ
と
が
由
来
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
ま
た
『
蒲が

も
う生
一い

ち

郡ぐ
ん

記き

』
で
は
、
当
村
は
も

と
も
と
中
村
と
い
い
、
出
雲
川
の
水
が
入
り

込
む
こ
と
で「
込こ

み
か
ど門
」と
俗
称
し
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
は
、
東
海
道
の
土
山
宿（
甲
賀

市
）と
中
山
道
の
小
幡（
東
近
江
市
）の
間
を
結

ぶ
脇
往
還（
後
の
御ご

代だ
い

参さ
ん
か
い
ど
う

街
道
）が
区
域
を
通

り
、
人
や
物
の
往
来
が
頻
繁
だ
っ
た
様
子
を

う
か
が
え
ま
す
。

古
代
か
ら
中
世
の
小
御
門

　
古
墳
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
に
か
け
て
、
数

多
く
の
古
墳
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
大
字
小
御

門
字
口く

ち
や
ま山
に
存
在
す
る
小
御
門
古
墳
群
は
、

丘
陵
上
に
立
地
す
る
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世

紀
初
頭
の
遺
跡
で
、
昭
和
40（
１
９
６
５
）年

に
、
３
〜
４
基
で
一
群
を
な
す
、
合
わ
せ
て

10
基
の
円え

ん

墳ぷ
ん

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
発

掘
調
査
は
、
日
野
町
で
初
め
て
行
わ
れ
た
専

門
家
に
よ
る
本
格
的
な
調
査
で
し
た
。

　
そ
の
内
の
１
基
は
、
複
数
の
柱
と
梁は

り
け
た桁
か

ら
な
る
骨
組
み
と
、
壁
に
粘
土
を
用
い
た
土

蔵
の
よ
う
な
部
屋
で
火
葬
を
行
い
、
そ
れ
に

土
を
か
ぶ
せ
た「
横よ

こ

穴あ
な

式し
き

木も
く

芯し
ん

粘ね
ん

土ど

室し
つ

墳ふ
ん

」と

い
う
特
殊
な
構
造
の
古
墳
で
し
た
。
こ
の
時

期
の
一
般
的
な
古
墳
が
石
室
を
用
い
た
の
に

対
し
、
そ
の
構
造
の
違
い
や
、
仏
教
的
な
要

素
の
強
い
と
さ
れ
る
火
葬
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
渡
来
系
の
集
団
に
よ
っ
て
造
ら

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
中
世
に
な
る
と
、
出
雲
川
の
右う

岸が
ん

段だ
ん

丘き
ゅ
う
じ
ょ
う上

の
平
地
で
あ
る
大
字
小
御
門
字
城し

ろ
や
し
き

屋
敷
に
居

館
的
機
能
が
主
体
の
小
御
門
城
跡
が
出
現
し

ま
す
。

　
昭
和
57
年
以
降
に
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
で
、

溝
跡
か
ら
出
土
し
た
黒
色
土
器
・
陶
器
・
輸

入
磁
器
・
木
製
下
駄
な
ど
に
よ
り
13
世
紀
前

半
を
中
心
と
し
た
12
世
紀
後
半
か
ら
16
世
紀

の
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
築
造
当
初
、
一
辺
が
約
１
０
０
メ
ー
ト
ル

の
ほ
ぼ
方
形
の
主
郭
と
、
東
方
に
約
70
メ
ー

ト
ル
の
堀
で
区
画
さ
れ
た
台
形
の
付
属
施
設

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
小
御
門
城

は
、
15
世
紀
に
行
わ
れ
た
改
修
に
よ
っ
て
、

東
西
約
１
５
５
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
１
０
０

メ
ー
ト
ル
の
規
模
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
改
修
で
は
、
堀
の
付
け
替
え
や
延
長

な
ど
に
よ
る
城
内
の
拡
張
や
、
主
郭
に
２
条

の
堀
を
新
設
す
る
な
ど
の
大
改
修
を
行
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
複
数
の
堀
と
土ど

塁る
い

に
よ
っ

て
防
衛
機
能
を
高
め
た
平
城
的
機
能
を
備
え

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　
中
世
の
主
要
な
街
道
を
お
さ
え
る
立
地
で

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
蒲
生
氏
と
の
関
係
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

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
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
8-

5
2-

０
０
０
８

〈
小
御
門
城
跡
〉

〈
小
御
門
古
墳
群
〉

申込期間　12月17日(日) まで
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「おはなし会」 12月2日(土)、9日(土)、23日(土)
10：30～（15分程度）

「おひざでだっこのおはなし会」
12月16日(土)11:15～（20分程度）
3歳くらいまでの親子を対象に絵本や手遊び、
わらべうたなどをしています。

「託児サービス」 12月13日(水)、20日(水)
10：00～12：00　対象：０歳から３歳

「えいが会」 12月17日(日) 14：00～
『すばらしき世界』 2021年／日本(126分)

○図書館クイズラリー「図書館クラブからの挑戦状」
日　　時　12月24日(日) 10:30～12:00
申込期間　12月17日(日) まで

※行事・サービスは中止する場合があります。

歴
史
は
未
来
の
羅
針
盤

温
故
知
新

大
字
小こ

み

か

ど

御
門

　
大
字
小
御
門
は
、
必
佐
地
区
の
中
央
や
や

東
寄
り
に
位
置
し
、
区
域
の
南
端
近
く
を

出い
ず
も雲
川が

わ

が
西
流
し
て
い
ま
す
。
そ
の
出
雲
川

右
岸
を
中
心
と
す
る
緩
や
か
な
扇せ

ん
じ
ょ
う
ち

状
地
が
区

域
の
南
半
分
を
占
め
、
北
半
分
は
中ち

ゅ
う

位い

段だ
ん

丘き
ゅ
う

面め
ん

が
占
め
て
い
ま
す
。

　
名
の
由
来
は
、
江
戸
時
代
の
地
誌
で
あ
る

『
蒲が

も
う生
旧き

ゅ
う

趾し

考こ
う

』
に
よ
る
と
、
南
北
朝
時
代
に

亀か
め
や
ま山
天
皇
の
第
５
皇
子
で
あ
る
五い

つ
つ
じ
の辻
宮み

や
も
り守
良よ

し

親し
ん
の
う王
が
、
小
谷
山
城
主
蒲が

も
う生
氏
を
頼
り
、
当

地
に
居
住
し
、
後
に
同
親
王
が
小
御
殿
と
称

さ
れ
た
こ
と
が
由
来
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
ま
た
『
蒲が

も
う生
一い

ち

郡ぐ
ん

記き

』
で
は
、
当
村
は
も

と
も
と
中
村
と
い
い
、
出
雲
川
の
水
が
入
り

込
む
こ
と
で「
込こ

み
か
ど門
」と
俗
称
し
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
は
、
東
海
道
の
土
山
宿（
甲
賀

市
）と
中
山
道
の
小
幡（
東
近
江
市
）の
間
を
結

ぶ
脇
往
還（
後
の
御ご

代だ
い

参さ
ん
か
い
ど
う

街
道
）が
区
域
を
通

り
、
人
や
物
の
往
来
が
頻
繁
だ
っ
た
様
子
を

う
か
が
え
ま
す
。

古
代
か
ら
中
世
の
小
御
門

　
古
墳
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
に
か
け
て
、
数

多
く
の
古
墳
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
大
字
小
御

門
字
口く

ち
や
ま山
に
存
在
す
る
小
御
門
古
墳
群
は
、

丘
陵
上
に
立
地
す
る
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世

紀
初
頭
の
遺
跡
で
、
昭
和
40（
１
９
６
５
）年

に
、
３
〜
４
基
で
一
群
を
な
す
、
合
わ
せ
て

10
基
の
円え

ん

墳ぷ
ん

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
発

掘
調
査
は
、
日
野
町
で
初
め
て
行
わ
れ
た
専

門
家
に
よ
る
本
格
的
な
調
査
で
し
た
。

　
そ
の
内
の
１
基
は
、
複
数
の
柱
と
梁は

り
け
た桁
か

ら
な
る
骨
組
み
と
、
壁
に
粘
土
を
用
い
た
土

蔵
の
よ
う
な
部
屋
で
火
葬
を
行
い
、
そ
れ
に

土
を
か
ぶ
せ
た「
横よ

こ

穴あ
な

式し
き

木も
く

芯し
ん

粘ね
ん

土ど

室し
つ

墳ふ
ん

」と

い
う
特
殊
な
構
造
の
古
墳
で
し
た
。
こ
の
時

期
の
一
般
的
な
古
墳
が
石
室
を
用
い
た
の
に

対
し
、
そ
の
構
造
の
違
い
や
、
仏
教
的
な
要

素
の
強
い
と
さ
れ
る
火
葬
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
渡
来
系
の
集
団
に
よ
っ
て
造
ら

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
中
世
に
な
る
と
、
出
雲
川
の
右う

岸が
ん

段だ
ん

丘き
ゅ
う
じ
ょ
う上

の
平
地
で
あ
る
大
字
小
御
門
字
城し

ろ
や
し
き

屋
敷
に
居

館
的
機
能
が
主
体
の
小
御
門
城
跡
が
出
現
し

ま
す
。

　
昭
和
57
年
以
降
に
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
で
、

溝
跡
か
ら
出
土
し
た
黒
色
土
器
・
陶
器
・
輸

入
磁
器
・
木
製
下
駄
な
ど
に
よ
り
13
世
紀
前

半
を
中
心
と
し
た
12
世
紀
後
半
か
ら
16
世
紀

の
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
築
造
当
初
、
一
辺
が
約
１
０
０
メ
ー
ト
ル

の
ほ
ぼ
方
形
の
主
郭
と
、
東
方
に
約
70
メ
ー

ト
ル
の
堀
で
区
画
さ
れ
た
台
形
の
付
属
施
設

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
小
御
門
城

は
、
15
世
紀
に
行
わ
れ
た
改
修
に
よ
っ
て
、

東
西
約
１
５
５
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
１
０
０

メ
ー
ト
ル
の
規
模
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
改
修
で
は
、
堀
の
付
け
替
え
や
延
長

な
ど
に
よ
る
城
内
の
拡
張
や
、
主
郭
に
２
条

の
堀
を
新
設
す
る
な
ど
の
大
改
修
を
行
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
複
数
の
堀
と
土ど

塁る
い

に
よ
っ

て
防
衛
機
能
を
高
め
た
平
城
的
機
能
を
備
え

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　
中
世
の
主
要
な
街
道
を
お
さ
え
る
立
地
で

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
蒲
生
氏
と
の
関
係
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

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
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
8-

5
2-

０
０
０
８

〈
小
御
門
城
跡
〉

〈
小
御
門
古
墳
群
〉

申込期間　12月17日(日) まで
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