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第 12回公民館まつり
～つながろう　つなげよう　生涯学習でまちづくりの輪～

▼

公民館活動に取り組んだ成果を発表！

　

11
月
11
日
か
ら
13
日
ま
で
の
3

日
間
、
第
12
回
日
野
町
公
民
館
ま

つ
り
を
開
き
ま
し
た
。

　

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
で

は
、
黒
坂
小
学
校
1
・
2
年
生
の

皆
さ
ん
に
よ
る
傘
踊
り
が
披
露
さ

れ
、
会
場
か
ら
は
大
き
な
拍
手
が

送
ら
れ
ま
し
た
。

　

公
民
館
内
は
、
地
域
の
皆
さ
ん

が
1
年
間
の
活
動
で
制
作
し
た
作

品
な
ど
を
披
露
す
る
場
と
し
、
多

く
の
作
品
が
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

見
事
な
作
品
の
数
々
に
、
訪
れ
た

人
々
は
感
心
し
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
今
年
は
趣
向
を
変
え
、
公

民
館
正
面
玄
関
横
に
、
日
野
町
さ

つ
き
盆
栽
研
究
会
の
皆
さ
ん
に
よ

る
美
し
い
「
ミ
ニ
庭
園
」
が
お
目

見
え
し
、
来
場
者
の
目
を
楽
し
ま

せ
ま
し
た
。
色
と
り
ど
り
の
花
で

飾
ら
れ
た
様
子
を
写
真
で
見
て
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が

残
念
で
す
。

　

駐
車
場
で
行
っ
た
テ
ン
ト
村
で

は
、
今
年
で
3
回
目
と
な
っ
た
境

港
市
の
上
道
、
外
江
の
公
民
館
と

の
交
流
事
業
を
行
い
、
新
鮮
な
海

産
物
や
加
工
品
を
た
く
さ
ん
用
意

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
並
べ
ら

れ
た
商
品
は
あ
っ
と
い
う
間
に
売

り
切
れ
る
ほ
ど
大
盛
況
。
ほ
か
に

も
、
町
内
の
皆
さ
ん
が
丹
精
込
め

て
育
て
た
野
菜
や
椎
茸
、
漬
物
、

花
の
販
売
。
米
子
か
ら
は
、
毎
年

恒
例
と
な
っ
た
ト
ト
リ
コ
豚
の
豚

ま
ん
、
コ
ロ
ッ
ケ
に
加
え
、
今
年

は
新
作
の
ウ
イ
ン
ナ
ー
も
登
場
。

舌
鼓
を
打
ち
ま
し
た
。

　

体
験
教
室
は
、
町
の
歴
史
を
巡

り
な
が
ら
歩
く
第
3
回
史
跡
め
ぐ

り
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
陶
芸
教
室
、

草
木
染
め
教
室
を
行
い
ま
し
た
。

町
陶
芸
グ
ル
ー
プ
の
皆
さ
ん
に
教

え
て
も
ら
い
な
が
ら
、
初
め
て
の

陶
芸
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
。
焼
き
上
が

り
が
楽
し
み
な
、
抹
茶
茶
碗
と
茶

菓
子
の
受
皿
を
作
り
ま
し
た
。

　　

草
木
染
め
は
、
セ
イ
タ
カ
ア
ワ

ダ
チ
ソ
ウ
を
原
料
に
し
て
、
木
綿

の
ハ
ン
カ
チ
を
絞
り
染
め
に
し
ま

し
た
。
と
て
も
き
れ
い
な
黄
色
い

ハ
ン
カ
チ
に
染
め
上
が
り
ま
し

た
。

　

フ
ィ
ナ
ー
レ
を
飾
る
お
楽
し
み

抽
選
会
で
は
、
公
民
館
で
活
動
し

て
い
る
グ
ル
ー
プ
な
ど
23
団
体
の

皆
さ
ん
か
ら
１
４
３
個
も
の
景
品

を
寄
付
し
て
い
た
だ
き
、
熱
気
あ

ふ
れ
る
抽
選
会
を
行
う
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

運
営
に
協
力
い
た
だ
い
た
皆
さ

ん
、
来
場
し
て
い
た
だ
い
た
皆
さ

ん
の
協
力
に
よ
り
、
盛
大
に
公
民

館
ま
つ
り
を
開
催
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

見事な作品の数々が展示された

玄関前にお目見えした「ミニ庭園」

初めての陶芸にわくわくする参加者見事な出来栄えの草木染め

歴史めぐりでは、黒坂のお寺などを回った



　

11
月
18
日
に
第
8
回
お
し
ど
り
学

園
を
開
き
ま
し
た
。
今
回
は
、
日
野

町
歴
史
民
俗
資
料
館
友
の
会
事
務
局

長
の
杉
本
準
一
さ
ん
が
、
「
身
近
な

地
名
の
面
白
さ
～
名
字
と
の
つ
な
が

り
を
考
え
る
～
」
と
題
し
て
話
し
ま

し
た
。

　

杉
本
さ
ん
は
「
日
野
」
の
歴
史

と
し
て
「
奈
良
時
代
の
和
銅
6
年

（
７
１
３
年
）
に
、
「
諸
国
の
産
物
、

地
味
、
山
川
原
野
の
名
の
由
来
・
伝

承
を
報
告
せ
よ
。
地
名
は
2
字
で
良

い
字
を
付
け
よ
」
と
い
う
天
皇
の
お

達
し
が
あ
り
、
そ
の
後
、
「
出
雲
風

土
記
・
仁
多
郡
の
条
」
に
「
伯
耆
国

日
野
郡
の
堺

さ
か
い

阿あ

し

び

え

志
毘
縁
山
に
行
く
道

35
里
…
」
と
い
う
よ
う
に
「
日
野
」

と
い
う
名
を
史
料
に
初
め
て
見
る
こ

と
が
で
き
た
」
と
説
明
。

　

「
日
野
」
と
い
う
自
治
体
と
し
て

は
、
東
京
都
日
野
市
、
滋
賀
県
蒲が

も

う生

郡
日
野
町
の
3
か
所
の
み
だ
が
、
小

字
そ
の
他
の
呼
称
と
し
て
相
当
数
存

在
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

　

ま
た
、
講
演
の
中
で
杉
本
さ
ん
は
、

自
分
が
考
え
た<

杉
本
的
町
内
地
名

起
源
説>

も
披
露
し
ま
し
た
。
「
長

谷
部
信の

ぶ
つ
ら連

が
平
家
に
よ
り
日
野
郡
金

持
に
流
罪
に
処
さ
れ
、
そ
の
家
臣
、

矢
田
貝
、
小
河
内
、
渡
里
、
津
知
（
津

地
）
ら
も
同
行
。
各
所
に
配
置
し
開

拓
さ
せ
た
と
伝
わ
る
が
」
と
い
う
も

の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
に
つ
い
て
自

分
な
り
に
こ
う
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
と
考
え
て
み
る
の
も
楽
し
い
で

す
ね
。

軽快な口調で説明する杉本さん

▼

第 8 回おしどり学園　開催歴史をひも解く面白さを話す

▼

長尾正明遺作展　開催

遺された作品の数々
に

多くの人が感銘を受
けた

　11 月 16 日から 11 月 20 日までの 5 日間、

町公民館２階研修室で「長尾正明遺作展～陶

芸と書の世界～」を開きました。

　故長尾正明さんは、生前、小中学校の教員

として 36 年勤続され、昭和 51 年 3 月に菅福

小学校長を最後に退職されました。学校を退

職後は、町公民館を中心とした生涯学習推進

の重要性を感じて、郷土の歴史研究、書道、

俳句、陶芸グループの結成に尽力され、今日

の各グループ発展の礎
いしずえ

となっています。

　日野町をこよなく愛され、生涯学習を通じ

たまちづくりに励まれた故長尾正明さんの生

き様と豊かな心の世界を知る遺作展になり、

多くの来場者がその作品に感銘を受けまし

た。

平
成
23
年
度 

町
青
少
年
育
成
会
「
家
庭
の
日
」
作
品
募
集
入
賞
者　

紹
介

書や陶芸作品に見入る来館者ら


