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図書館からのお知らせ

みんなの

本の紹介

行事予定

日野町立図書館
☎0748-53-1644　FAX 0748-53-3068
＊図書館の本は、お近くの公民館でも返却していただけます＊

ととししょょかかんん

先せわ合い問◆
　 課策政境環通交 　 当担策政境環

☎ 0 7 4 8 25 8756

図書館からのお知らせ

みんなの

本の紹介

行事予定

日野町立図書館
☎0748-53-1644　FAX 0748-53-3068
＊図書館の本は、お近くの公民館でも返却していただけます＊

ととししょょかかんん

先せわ合い問◆
　 課策政境環通交 　 当担策政境環
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「おはなし会」  ４月12日(土)11：00～（30分程度）
「おひざでだっこのおはなし会」 ４月19日（土）�11：00～（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」  ４月16日(水)�10：00～12：00�　�

０～３歳のお子さんが対象です。
「えいが会」   ４月20日(日)�14：00～�

��『お終活』2021年／日本（113分）

図書館からのお知らせ

みんなの

本の紹介

行事予定
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＊図書館の本は、お近くの公民館でも返却していただけます＊

ととししょょかかんん

先せわ合い問◆
　 課策政境環通交 　 当担策政境環

☎ 0 7 4 8 25 8756

○４月から「おはなし会」の 
 日程・内容が変わります
�　図書館の「おはなし会」は４月
から第２土曜日の午前11時か
らに変わります。
　読み聞かせのほか、折り紙や
プラバンなどの工作も行います。
時間は30分ほどです。ぜひお
越しください。

※行事・サービスは中止になる場合があります。

図書館からのお知らせ

みんなの

本の紹介

行事予定

日野町立図書館
☎0748-53-1644　FAX 0748-53-3068
＊図書館の本は、お近くの公民館でも返却していただけます＊

ととししょょかかんん

先せわ合い問◆
　 課策政境環通交 　 当担策政境環

☎ 0 7 4 8 25 8756

『観光客を助ける英会話』 �濵
はまさき

﨑潤
じゅんのすけ

之輔／著　アルク

　「困っている人(観光客)を助けたい」
と思ったことはありませんか？実は中
学生のときに習った簡単な英単語で
も、かなりの対応ができるんです。この
本には観光客を助けるときに使う基本
的な英語がまとめられています。声か
けやコミュニケーションの大切さが伝
わってくる一冊です。

～町長コラム～

日野町長　堀江 和博

　
去
る
３
月
９
日
、
日
野
町
町
村
合
併

70
周
年
記
念
式
典
に
て
、
子
ど
も
も
大

人
も
気
持
ち
良
く
暮
ら
す
た
め
の
「
合

言
葉
」
と
し
て
、
新
た
に
「
ひ
の
っ
こ

宣
言
」
を
発
表
い
た
だ
き
ま
し
た
。
小

学
校
３
年
生
か
ら
高
校
２
年
生
ま
で
の

18
名
の
皆
さ
ん
が
公
募
で
集
ま
っ
て
い

た
だ
き
、
青
少
年
育
成
町
民
会
議
の
６

名
の
大
人
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
３
回
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
議
論
を
重
ね
て
策

定
い
た
だ
き
ま
し
た
。
参
画
い
た
だ
い

た
皆
さ
ん
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。

　
宣
言
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
す
。

①
あ
い
さ
つ
で
つ
な
が
る
心
い
い
笑
顔  

②
き
い
て
み
よ
う
自
分
の
気
持
ち
と
相

手
の
お
も
い
　
③
楽
し
も
う
ど
う
せ
や

る
な
ら
よ
ろ
こ
ん
で
　
④
チ
ャ
レ
ン
ジ

を
や
ら
へ
ん
な
ん
て
も
っ
た
い
な
い
　

⑤
し
っ
ぱ
い
も
「
か
ま
へ
ん
か
ま
へ
ん

だ
ん
な
い
で
」　
⑥
だ
れ
と
で
も
た
よ

り
た
よ
ら
れ
助
け
合
い
　
〇
ひ
の
っ
こ

が
よ
り
よ
い
日
野
町
つ
く
り
ま
す
！

　
こ
の
宣
言
は
、
知
識
や
学
力
と
い
っ

た
認
知
能
力
で
は
な
く
、
人
生
の
土

台
と
な
る
「
や
る
気
」「
忍
耐
力
」「
協

調
性
」
と
い
っ
た
非
認
知
能
力
に
主
眼

が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
も
大
人

も
、
孤
立
や
孤
独
と
い
う
課
題
に
直
面

す
る
中
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
他
を
大
切
に

し
、
自
己
肯
定
感
を
高
め
る
こ
と
が
大

事
だ
と
私
た
ち
は
考
え
て
い
ま
す
。

　
日
野
町
で
は
、
令
和
５
年
度
か
ら
小

中
学
校
を
中
心
に
、
子
ど
も
た
ち
の
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
な
行
動
を
支
援
す
る
取
り
組

み
（
P
B
I
S
）
を
進
め
て
お
り
、
少

し
ず
つ
そ
の
効
果
が
出
始
め
て
い
ま
す
。

今
年
度
に
は
、
学
習
指
導
員
や
不
登
校

支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
な
ど
の
増
員

も
予
定
し
、
子
ど
も
達
を
支
え
る
体
制

の
充
実
を
図
り
ま
す
。

　
今
後
「
ひ
の
っ
こ
宣
言
」
を
活
用
し
、

町
内
の
学
校
園
な
ど
で
唱
和
す
る
機
会

を
設
け
る
ほ
か
、「
ひ
の
っ
こ
カ
レ
ン

ダ
ー
」
を
作
成
し
、
町
民
の
皆
様
へ
の

周
知
啓
発
も
含
め
配
布
す
る
予
定
で
す
。

地
域
み
ん
な
で
、
子
ど
も
も
大
人
も
笑

顔
に
な
れ
る
そ
ん
な
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
ま
い
り
た
く
思
い
ま
す
。
一
層
の

ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

「ひのっこ宣言」
発表

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

大
字
深み

山や

ま

口ぐ

ち

　
大
字
深
山
口
は
、
南
比
都
佐
地
区
の
ほ
ぼ

中
央
の
駒
月
谷
の
谷
間
に
位
置
し
、
大
字
清

田
・
鎌
掛
・
下
駒
月
・
迫
と
接
し
て
い
ま
す
。

字
域
に
は
大
字
上
駒
月
を
源
流
と
す
る
砂
川

が
中
央
を
流
れ
、
東
端
に
は
嶺れ

い

上じ
ょ
うを

鎌
掛
・

下
駒
月
と
の
字あ

ざ

界か
い

を
三
分
し
て
い
る
標
高

２
８
０
メ
ー
ト
ル
の
小
岳
が
あ
り
ま
す
。

　
地
名
の
由
来
と
し
て
は
、
小
岳
が
古
く
は

「
御み

山や
ま

」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
当
地
が
同
山
の

谷
口
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
（『
滋
賀
県
の
地

名
』）
や
、
往
古
こ
の
辺
り
を
「
綿
の
深
山
」

（
来く

田た

綿わ
た

ノ
深
山
）
と
い
い
、
東
海
道
よ
り
幽ゆ

う

山ざ
ん

へ
入
る
口
と
い
う
意
味
か
ら
（「
蒲
生
一
郡

記
」
乾
）
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
史
料

で
は
、
文ぶ

ん

明め
い

18
（
１
４
８
６
）
年
「
十
禅
師

御
宮
勧
進
請
取
日
記
」（『
近
江
日
野
の
歴
史
』

第
五
巻
文
化
財
編
）
に
「
ミ
ヤ
ま
口
若
宮
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
深
山
口
村
の
江
戸
時
代
の
領
主
は
、
館た

て

林ば
や
し

藩
・
前ま

え

橋ば
し

藩
・
川か

わ

越ご
え

藩
・
幕
府
・
川
越
藩
と

代
わ
り
、
最
終
的
に
は
前
橋
藩
領
を
経
て
明

治
時
代
を
む
か
え
ま
し
た
。

誉ほ

ま

れ
の
松

　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
日
野
町
立
南
比

都
佐
小
学
校
の
校
歌
に
歌
わ
れ
る
「
誉
れ
の

松
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
い
わ
れ
が
残
っ
て

い
ま
す
。

　
あ
る
日
の
夕
暮
れ
に
一
人
の
老
人
が
深
山

口
村
の
道
を
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
い
て
い
ま
し
た

が
、
や
が
て
道
端
に
座
り
込
ん
で
し
ま
い
、

村
人
が
声
を
か
け
て
も
応
え
ら
れ
な
い
ほ
ど

弱
っ
て
い
ま
し
た
。
仕
方
な
く
村
人
は
、
そ

の
老
人
を
庄

し
ょ
う

屋や

の
家
へ
と
連
れ
て
行
っ
た
と

こ
ろ
、
ふ
る
さ
と
の
伊
勢
に
帰
り
た
い
と
言

い
な
が
ら
息
を
引
き
取
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

庄
屋
は
こ
の
老
人
を
手
厚
く
葬
り
、
そ
の
場

所
に
１
本
の
松
の
木
を
植
え
ま
し
た
。

　
こ
の
松
は
、明
治
35
（
１
９
０
２
）年
か
ら
、

庄
屋
や
村
人
の
親
切
な
対
応
に
感
動
し
た
滋

賀
県
知
事
河か

わ

島し
ま

醇じ
ゅ
んの
勧
め
に
よ
り
、「
誉
れ
の

松
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（『
近

江
日
野
の
歴
史
』
第
六
巻
　
民
俗
編
）。

　
昭
和
54
（
１
９
７
９
）
年
に
伐
採
さ
れ
ま

し
た
が
、
代
わ
り
に
幼
松
が
植
え
ら
れ
ま
し

た
。

大だ

い

地ち

神
社
の
「
石
枕
」

　
深
山
口
に
は
、
氏
神
で
あ
る
大
地
神
社
に

参
拝
し
た
と
き
に
、
本
殿
の
中
に
置
か
れ
て

い
る
「
石
枕
」
を
取
り
出
し
て
、
本
殿
前
で

赤
子
の
頭
を
東
に
向
け
て
、
晴
れ
着
の
ま
ま

し
ば
ら
く
寝
か
せ
る
と
い
う
宮
参
り
の
風
習

が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
宮
参
り
と
は
、
生
後
１
か
月
が
経
つ
と
、

氏
神
に
参
拝
し
て
報
告
を
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
成
長
を
願
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
日
本
で
は
古
来
、
大
自
然
の
万
物
の
全
て

に
神
が
宿
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も

石
に
は
神
の
霊
が
常
に
宿
る
依よ

り

代し
ろ

と
し
て
、

そ
の
石
を
大
切
に
す
る
信
仰
が
あ
り
ま
し
た
。

　
大
地
神
社
の
石
枕
の
風
習
も
、
誕
生
か
ら

１
か
月
ほ
ど
経
っ
て
か
ら
宮
参
り
を
行
い
、

氏
子
に
な
る
儀
式
で
あ
る
と
と
も
に
、
神
様

の
宿
る
石
か

ら
力
を
授
け

て
も
ら
お
う

と
す
る
信
仰

に
よ
る
も
の

と
さ
れ
て
い

ま
す
。

〈
旧
南
比
都
佐
小
学
校
校
舎
越
し
に
見
る
誉
れ
の
松
〉

〈石枕の風習〉
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る
な
ら
よ
ろ
こ
ん
で
　
④
チ
ャ
レ
ン
ジ

を
や
ら
へ
ん
な
ん
て
も
っ
た
い
な
い
　

⑤
し
っ
ぱ
い
も
「
か
ま
へ
ん
か
ま
へ
ん

だ
ん
な
い
で
」　
⑥
だ
れ
と
で
も
た
よ

り
た
よ
ら
れ
助
け
合
い
　
〇
ひ
の
っ
こ

が
よ
り
よ
い
日
野
町
つ
く
り
ま
す
！

　
こ
の
宣
言
は
、
知
識
や
学
力
と
い
っ

た
認
知
能
力
で
は
な
く
、
人
生
の
土

台
と
な
る
「
や
る
気
」「
忍
耐
力
」「
協

調
性
」
と
い
っ
た
非
認
知
能
力
に
主
眼

が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
も
大
人

も
、
孤
立
や
孤
独
と
い
う
課
題
に
直
面

す
る
中
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
他
を
大
切
に

し
、
自
己
肯
定
感
を
高
め
る
こ
と
が
大

事
だ
と
私
た
ち
は
考
え
て
い
ま
す
。

　
日
野
町
で
は
、
令
和
５
年
度
か
ら
小

中
学
校
を
中
心
に
、
子
ど
も
た
ち
の
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
な
行
動
を
支
援
す
る
取
り
組

み
（
P
B
I
S
）
を
進
め
て
お
り
、
少

し
ず
つ
そ
の
効
果
が
出
始
め
て
い
ま
す
。

今
年
度
に
は
、
学
習
指
導
員
や
不
登
校

支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
な
ど
の
増
員

も
予
定
し
、
子
ど
も
達
を
支
え
る
体
制

の
充
実
を
図
り
ま
す
。

　
今
後
「
ひ
の
っ
こ
宣
言
」
を
活
用
し
、

町
内
の
学
校
園
な
ど
で
唱
和
す
る
機
会

を
設
け
る
ほ
か
、「
ひ
の
っ
こ
カ
レ
ン

ダ
ー
」
を
作
成
し
、
町
民
の
皆
様
へ
の

周
知
啓
発
も
含
め
配
布
す
る
予
定
で
す
。

地
域
み
ん
な
で
、
子
ど
も
も
大
人
も
笑

顔
に
な
れ
る
そ
ん
な
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
ま
い
り
た
く
思
い
ま
す
。
一
層
の

ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

「ひのっこ宣言」
発表

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

大
字
深み

山や

ま

口ぐ

ち

　
大
字
深
山
口
は
、
南
比
都
佐
地
区
の
ほ
ぼ

中
央
の
駒
月
谷
の
谷
間
に
位
置
し
、
大
字
清

田
・
鎌
掛
・
下
駒
月
・
迫
と
接
し
て
い
ま
す
。

字
域
に
は
大
字
上
駒
月
を
源
流
と
す
る
砂
川

が
中
央
を
流
れ
、
東
端
に
は
嶺れ

い

上じ
ょ
うを
鎌
掛
・

下
駒
月
と
の
字あ

ざ

界か
い

を
三
分
し
て
い
る
標
高

２
８
０
メ
ー
ト
ル
の
小
岳
が
あ
り
ま
す
。

　
地
名
の
由
来
と
し
て
は
、
小
岳
が
古
く
は

「
御み

山や
ま

」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
当
地
が
同
山
の

谷
口
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
（『
滋
賀
県
の
地

名
』）
や
、
往
古
こ
の
辺
り
を
「
綿
の
深
山
」

（
来く

田た

綿わ
た

ノ
深
山
）
と
い
い
、
東
海
道
よ
り
幽ゆ

う

山ざ
ん

へ
入
る
口
と
い
う
意
味
か
ら
（「
蒲
生
一
郡

記
」
乾
）
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
史
料

で
は
、
文ぶ

ん

明め
い

18
（
１
４
８
６
）
年
「
十
禅
師

御
宮
勧
進
請
取
日
記
」（『
近
江
日
野
の
歴
史
』

第
五
巻
文
化
財
編
）
に
「
ミ
ヤ
ま
口
若
宮
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
深
山
口
村
の
江
戸
時
代
の
領
主
は
、
館た

て

林ば
や
し

藩
・
前ま

え

橋ば
し

藩
・
川か

わ

越ご
え

藩
・
幕
府
・
川
越
藩
と

代
わ
り
、
最
終
的
に
は
前
橋
藩
領
を
経
て
明

治
時
代
を
む
か
え
ま
し
た
。

誉ほ

ま

れ
の
松

　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
日
野
町
立
南
比

都
佐
小
学
校
の
校
歌
に
歌
わ
れ
る
「
誉
れ
の

松
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
い
わ
れ
が
残
っ
て

い
ま
す
。

　
あ
る
日
の
夕
暮
れ
に
一
人
の
老
人
が
深
山

口
村
の
道
を
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
い
て
い
ま
し
た

が
、
や
が
て
道
端
に
座
り
込
ん
で
し
ま
い
、

村
人
が
声
を
か
け
て
も
応
え
ら
れ
な
い
ほ
ど

弱
っ
て
い
ま
し
た
。
仕
方
な
く
村
人
は
、
そ

の
老
人
を
庄

し
ょ
う

屋や

の
家
へ
と
連
れ
て
行
っ
た
と

こ
ろ
、
ふ
る
さ
と
の
伊
勢
に
帰
り
た
い
と
言

い
な
が
ら
息
を
引
き
取
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

庄
屋
は
こ
の
老
人
を
手
厚
く
葬
り
、
そ
の
場

所
に
１
本
の
松
の
木
を
植
え
ま
し
た
。

　
こ
の
松
は
、明
治
35
（
１
９
０
２
）年
か
ら
、

庄
屋
や
村
人
の
親
切
な
対
応
に
感
動
し
た
滋

賀
県
知
事
河か

わ

島し
ま

醇じ
ゅ
んの
勧
め
に
よ
り
、「
誉
れ
の

松
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（『
近

江
日
野
の
歴
史
』
第
六
巻
　
民
俗
編
）。

　
昭
和
54
（
１
９
７
９
）
年
に
伐
採
さ
れ
ま

し
た
が
、
代
わ
り
に
幼
松
が
植
え
ら
れ
ま
し

た
。

大だ

い

地ち

神
社
の
「
石
枕
」

　
深
山
口
に
は
、
氏
神
で
あ
る
大
地
神
社
に

参
拝
し
た
と
き
に
、
本
殿
の
中
に
置
か
れ
て

い
る
「
石
枕
」
を
取
り
出
し
て
、
本
殿
前
で

赤
子
の
頭
を
東
に
向
け
て
、
晴
れ
着
の
ま
ま

し
ば
ら
く
寝
か
せ
る
と
い
う
宮
参
り
の
風
習

が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
宮
参
り
と
は
、
生
後
１
か
月
が
経
つ
と
、

氏
神
に
参
拝
し
て
報
告
を
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
成
長
を
願
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
日
本
で
は
古
来
、
大
自
然
の
万
物
の
全
て

に
神
が
宿
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も

石
に
は
神
の
霊
が
常
に
宿
る
依よ

り

代し
ろ

と
し
て
、

そ
の
石
を
大
切
に
す
る
信
仰
が
あ
り
ま
し
た
。

　
大
地
神
社
の
石
枕
の
風
習
も
、
誕
生
か
ら

１
か
月
ほ
ど
経
っ
て
か
ら
宮
参
り
を
行
い
、

氏
子
に
な
る
儀
式
で
あ
る
と
と
も
に
、
神
様

の
宿
る
石
か

ら
力
を
授
け

て
も
ら
お
う

と
す
る
信
仰

に
よ
る
も
の

と
さ
れ
て
い

ま
す
。

〈
旧
南
比
都
佐
小
学
校
校
舎
越
し
に
見
る
誉
れ
の
松
〉

〈石枕の風習〉
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