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まちの話題

素
晴
ら
し
い
演
奏
と
明
る
く
元
気
な
姿
で
会
場
を
魅
了

日
野
高
等
学
校  

第
13
回
定
期
演
奏
会

　

日
野
高
校
で
音
楽
を
学
ぶ
音
楽
系
列
の

生
徒
が
学
習
成
果
を
発
表
す
る
定
期
演
奏

会
が
、
1
月
24
日
、
町
文
化
セ
ン
タ
ー
で

開
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
生
徒
が
日
ご
ろ
の
授
業
の
中

で
身
に
付
け
た
音
楽
技
術
、
表
現
力
な
ど

を
発
表
す
る
1
年
間
の
締
め
く
く
り
の
場

と
し
て
開
か
れ
て
お
り
、
今
年
で
13
回
目

を
迎
え
ま
す
。
当
日
は
、
日
野
高
校
の
全

校
生
徒
の
ほ
か
、
生
徒
の
家
族
や
町
内
外

か
ら
多
く
の
人
が
来
場
し
ま
し
た
。

　

定
期
演
奏
会
は
2
部
構
成
で
行
わ
れ
、

1
部
で
は
2
年
生
と
3
年
生
が
、
ソ
プ
ラ

ノ
独
唱
や
テ
ノ
ー
ル
独
唱
、
ピ
ア
ノ
や

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
独
奏
を
発
表
し
ま
し

た
。は
じ
め
は
緊
張
し
た
表
情
で
し
た
が
、

演
奏
後
に
送
ら
れ
た
拍
手
に
ホ
ッ
と
し
た

表
情
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。

　

２
部
は
、
生
徒
に
楽
器
な
ど
の
演
奏
指

導
を
し
て
い
る
教
員
ら
が
ピ
ア
ノ
3
重
奏

を
披
露
し
た
ほ
か
、
生
徒
が
学
年
ご
と
に

分
か
れ
教
員
ら
と
合
唱
を
行
い
ま
し
た
。

２
年
生
が
曲
と
会
場
の
手
拍
子
に
合
わ
せ

て
踊
り
、
ス
テ
ー
ジ
と
客
席
が
一
つ
に
な

る
と
、
３
年
生
は
し
っ
と
り
と
し
た
合
唱

で
会
場
を
魅
了
し
て
い
ま
し
た
。

　

最
後
は
、
長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
テ
ー

マ
ソ
ン
グ
に
も
な
っ
た
「
旅
立
ち
の
時

-

Ａ
ｓ
ｉ
ａ
ｎ　

Ｄ
ｒ
ｅ
ａ
ｍ　

Ｓ
ｏ

ｎ
ｇ

-

」
な
ど
２
曲
を
全
員
で
合
同
演

奏
し
ま
し
た
。
心
に
染
み
入
る
よ
う
な
美

し
い
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
旋
律
が
感
動
を
誘

い
、
会
場
か
ら
大
き
な
拍
手
が
送
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

　

町
内
で
活
動
し
て
い
る
劇
団
・
お
芝
居

く
ら
ぶ 

さ
ん
・
ふ
ぃ
ー
る
ど
（
佐
野
咲
百

合
代
表
）
の
オ
ム
ニ
バ
ス
公
演
「
さ
ん
ふ
ぃ

ヒ
ミ
ツ
の
部
屋
２
」
が
、
1
月
18
日
、
町

開
発
セ
ン
タ
ー
で
上
演
さ
れ
ま
し
た
。

　

37
回
目
の
公
演
と
な
る
今
回
は
、
定
番

の
「
オ
シ
ド
リ
仮
面
」
や
書
き
お
ろ
し
な

ど
の
短
編
を
披
露
。
出
演
者
の
コ
ミ
カ
ル

な
演
技
に
会
場
か
ら
は
笑
い
声
が
起
こ
っ

て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
最
後
は
同
劇
団
の
旗
揚
げ
公
演

時
の
作
品
を
朗
読
劇
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も

の
を
初
披
露
し
、
豊
か
な
表
現
力
に
会
場

か
ら
大
き
な
拍
手
が
送
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

魅
力
あ
ふ
れ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
物
語
と
の
出
会
い

お
芝
居
く
ら
ぶ  

さ
ん
・
ふ
ぃ
ー
る
ど
オ
ム
ニ
バ
ス
公
演

出演者の豊かな表現力が舞台を盛り上げる

美しいハーモニーで会場全体が感動に包まれる

協力：日野町歴史民俗資料館友の会

第 19 回

「
け
ん
び
き
」

　「
け
ん
び
き
」
と
は
、肩
こ
り
や
疲
労
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
頭
痛
や
倦
怠
感
…
と
で
も

言
い
ま
し
ょ
う
か
。
と
に
か
く
、
が
い
に

3

3

3

く
た

び
れ
て
肩
が
張
っ
た
ら
と
り
あ
え
ず
「
け
ん
び

き
」。「
け
ん
び
き
が
出
て
し
ゃ
っ
た
け
ぇ
今
日

は
休
ん
ど
っ
た
わ
」な
ど
と
よ
く
聞
き
ま
す
ね
。

　
そ
の
語
源
は
、
肩
こ
り
の
漢
語
表
現
「
痃
癖

（
け
ん
ぺ
き
）」
で
す
。

　
医
学
用
語
と
方
言
の
面
白
い
関
係
と
し
て

は
、も
う
一
つ
、「
腸
感
冒（
ち
ょ
う
か
ん
ぼ
う
）」

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
正
式
な
病
名
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
正
し
く
は
「
感
染
性
胃
腸
炎
」。
こ

れ
も
立
派
な
方
言
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

日野弁ピックアップ「け」
～げ…～の家。「うちげ」「お前げ」
けちな…妙な。不審な。
げっちょ…ビリ。最後尾。
～げな…～そうな。～らしい。「眠たげな」
けなるい…羨ましがる。
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▼あなたの声や地域・職場での話題をお寄せください。★役場企画政策課まで（電話 72‐０３３２）
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おかげさまで　　 年20
▶日野国際交流協会
　日本語教室から始まり、七夕会やもちつき交流、ふ

れあいまつりへの参加など、幅広く交流活動を行って

いる日野国際交流協会（小谷博徳会長）が、1 月 22

日に設立 20 年を迎えました。

　そこで、同協会の田貝桂子さん（根雨）にこれまで

の活動や思い出などを聞きました。

　

日
野
国
際
交
流
協
会
は
、
平
成
7
年

1
月
22
日
の
設
立
総
会
か
ら
今
年
で
満

20
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

は
じ
ま
り
は
英
会
話
教
室
か
ら
先
生

と
生
徒
が
入
れ
替
わ
り
日
本
語
教
室
に

な
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
外
国
語
指

導
助
手
の
人
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
こ
ち

ら
に
嫁
い
で
き
た
人
た
ち
が
７
、８
人

通
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
う
ち
、
交
流
の
活
動
を
広
げ
る

た
め
に
、
交
流
協
会
が
設
立
さ
れ
ま
し

た
。
日
本
語
教
室
の
生
徒
も
町
内
だ
け

で
は
な
く
、
江
府
町
や
日
南
町
、
そ
し

て
岡
山
県
の
千
屋
（
新
見
市
）
か
ら
も

来
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
協
会
名
を
あ

え
て
〝
日
野
町
〟
と
せ
ず
、〝
日
野
〟
国

際
交
流
協
会
と
し
ま
し
た
。

　

活
動
は
日
本
語
教
室
を
核
と
し
、
そ

の
中
に
日
本
の
文
化
、
伝
統
行
事
な
ど

を
取
り
入
れ
、
生
け
花
、
書
道
、
ち
ま

き
作
り
、
七
夕
、
ひ
な
ま
つ
り
な
ど
を

行
い
ま
し
た
。
日
本
語
教
室
は
平
成
19

年
度
に
休
止
し
ま
し
た
が
、
協
会
の
活

動
は
そ
の
ほ
か
に
も
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
掘

り
や
も
ち
つ
き
交
流
、
ク
リ
ス
マ
ス
会
、

そ
し
て
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
に
も
参
加
し

て
い
ま
す
。
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
で
は
、

喫
茶
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
そ
こ
で
募
金

箱
を
置
き
、
皆
さ
ん
か
ら
の
善
意
を
毎

年
ユ
ニ
セ
フ
に
寄
付
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
活
動
の
中
で
一
番
の

ビ
ッ
グ
イ
ベ
ン
ト
は
、
平
成
9
年
に
開

か
れ
た
「
夢
み
な
と
博
」
に
参
加
し
た

こ
と
で
す
。
日
野
高
校
（
当
時
日
野
産

業
高
校
）
の
生
徒
さ
ん
に
よ
る
神
楽
演

技
「
ド
ラ
ゴ
ン 

日
本
海
を
飛
翔
」
に
賛

助
出
演
し
、
日
本
人
会
員
は
も
と
よ
り
、

タ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
韓
国
、
中
国
の

人
た
ち
と
チ
ャ
イ
ナ
服
、
チ
マ
チ
ョ
ゴ

リ
、
着
物
な
ど
の
民
族
衣
装
を
着
て
、

総
勢
85
名
の
に
ぎ
や
か
な
舞
台
を
繰
り

広
げ
ま
し
た
。

　

20
年
と
い
う
、
一
つ
の
節
目
を
迎
え

ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な

活
動
を
通
し
、
皆
さ
ん
と
の
交
流
を
広

げ
て
い
き
た
い
で
す
。

　国際化が喫緊の課題といわれ、各市町村に国際交
流協会が設置され 20 年。本町も韓国との交流など
華々しいデビューでありました。
　振り返ってみると、フィリピン・韓国・中国など
から、この町に来られた皆さんに、日本語教室を毎
週開いたり、習字やお茶、生け花、七夕、お月見、
座禅など日本の文化に触れていただくなど、補助金
もいただかず、すべて会員の手と会費で運営してき
たことに、汗と苦労の中に感動が凝縮された 20 年

でありました。
　当時生まれた会員の子どもたちも 20 歳を過ぎ、
立派な社会人として巣立たれ、20 年という年輪の
重さを感じています。
　スタッフの高齢化や未来へのバトンタッチなど抱
えた問題は大きい中で、今なお継続して活動してい
ることに会員および町民の皆さんに心から感謝して
います。

国際交流協会 20 年を振り返って
日野国際交流協会会長 　小谷　博徳

日
本
語
教
室
か
ら
始
ま
っ
た
20
年

日
本
の
文
化
、
伝
統
行
事
な
ど
を

取
り
入
れ
た
活
動
を
実
践

記
憶
に
残
る

「
夢
み
な
と
博
」
へ
の
参
加

国際色豊かな神楽を披露（夢みなと博、平成 9年）

子どもたちと短冊や飾りを作って交流（七夕会、平成10年）


