
ふ 

る 

さ 

と 

再 

発 

見

地
域
お
こ
し
協
力
隊
コ
ラ
ム
⑰

　
こ
ん
に
ち
は
。
地
域
お
こ
し
協

力
隊
の
小
野
友
代
佳
で
す
。

　
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
の

活
動
期
間
も
い
よ
い
よ
残
り
１
年

余
り
と
な
り
ま
し
た
。

　
昨
年
、
し
ま
ば
ら
Ｐ
Ｒ
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
「
か
ん
ザ

ラ
シ
」
を
活
用
し

た
活
動
を
よ
り
活

発
に
す
る
た
め
、

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ
と
い
う

方
法
を
用
い
て
、

『
長
崎
県
“
島
原
”

を
広
め
た
い
！
か

ん
ザ
ラ
シ
と
一
緒

に
島
原
Ｐ
Ｒ
大
作

戦
！
』
と
題
し
て
、

島
原
の
こ
と
を
紹
介
し
た
ペ
ー
ジ

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
す

る
と
と
も
に
、
活
動
支
援
を
募
り

ま
し
た
。
こ
の
方
法
が
無
事
に
成

功
し
、
以
前
よ
り
も
少
し
大
き
な

こ
と
が
で
き
る
機
会
が
増
え
ま
し

た
。
そ
し
て
、
想
像
し
て
い
た
よ

り
県
外
の
人
た
ち
か
ら
も
反
応
が

あ
り
、
島
原
に
興
味
を
持
っ
て
く

れ
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
こ

と
を
実
感
し
、
と
て
も
う
れ
し

か
っ
た
で
す
。

　
ま
た
、
昨
年
末
に
は
、
五
島
市

で
行
わ
た
「
ハ
ン

ド
メ
イ
ド
マ
ー
ケ

ッ
ト
inG

O
TO

」

に
参
加
し
、
島
原

の
こ
と
を
絡
め
た

手
作
り
雑
貨
を
出

展
す
る
な
ど
、
少

し
趣
向
を
変
え
た

ア
プ
ロ
ー
チ
方
法

で
情
報
を
発
信
し

ま
し
た
。

　
あ
っ
と
い
う
間

に
３
年
目
で
す
が
、
残
り
の
期
間

も
自
分
ら
し
い
方
法
で
楽
し
み
な

が
ら
島
原
の
こ
と
を
発
信
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　
政
策
企
画
課

　
（
☎
�
８
０
１
２
）

地
域
お
こ
し
協
力
隊
　
小
野 

友
代
佳

　
松
平
忠
房
公
は
１
６
１
９
（
元
和
５
）

年
、
三
河
国
吉
田
（
今
の
愛
知
県
豊
橋

市
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
忠
房
公
の
松

平
家
は
、
将
軍
家
で
あ
る
徳
川
家
が
か

つ
て
松
平
家
を
称
し
て
い
た
こ
ろ
か
ら

の
分
家
で
、
三
河
国
深ふ

こ
う
ず溝
（
今
の
愛
知

県
幸
田
町
）
を
出
自
と
し
た
こ
と
か
ら

「
深
溝
松
平
家
」
と
称
し
ま
し
た
。
忠

房
公
の
父
の
松
平
忠
利
公
以
降
、
当
主

は
代
「々
主と

の
も
の
か
み

殿
頭
」を
名
乗
り
ま
し
た
。

　
１
６
３
２
（
寛
永
９
）
年
６
月
に
吉

田
藩
主
で
あ
っ
た
忠
利
公
が
亡
く
な
り

家
督
を
継
ぎ
ま
し
た
が
、
８
月
に
は
三

河
国
刈
谷
（
今
の
愛
知
県
刈
谷
市
）
に

移
さ
れ
、
刈か

り
や谷
藩
３
万
石
の
藩
主
と
な

り
ま
し
た
。

　
１
６
４
９
（
慶
安
２
）
年
、
１
万
５

千
石
の
加
増
を
も
っ
て
、
丹
波
国
福
知

山
（
今
の
京
都
府
福
知
山
市
）
に
移
さ

れ
た
後
、
１
６
６
９
（
寛
文
９
）
年
、

さ
ら
に
加
増
さ
れ
て
肥
前
国
島
原
に
移

さ
れ
、
島
原
藩
６
万
９
５
０
０
石
の
藩

主
と
な
り
ま
し
た
。

　
島
原
に
お
け
る
忠
房
公

の
治
政
は
、
30
年
近
く
に

及
び
ま
し
た
。
前
藩
主
の

時
に
過
重
と
な
っ
て
い
た

農
民
の
負
担
を
緩
和
す
る

政
策
を
と
る
な
ど
、
民
心

の
安
定
を
図
り
ま
し
た
。

半
島
を
五
筋（
５
ブ
ロ
ッ
ク
）に
分
け
、

各
所
に
代
官
を
２
人
ず
つ
配
置
し
ま
し

た
。
後
に
「
北
目
筋
」、「
南
目
筋
」、「
西

目
筋
」
の
三
筋
と
な
り
、
村
落
支
配
の

基
本
単
位
と
し
て
後
世
に
引
き
継
が
れ

て
い
き
ま
し
た
。

　
一
方
で
忠
房
公
は
文
武
の
諸
芸
を
一

流
の
講
師
か
ら
学
び
、
極
め
ま
し
た
。

さ
ら
に
は
神
道
家
の
伊
藤
英
治
や
大
和

流
弓
術
の
開
祖
で
あ
る
森
川
香
山
な
ど

の
優
れ
た
人
材
を
島
原
に
招
き
ま
し

た
。

　
肥
前
島
原
松
平
文
庫
に
は
、
忠
房
公

の
集
書
の
証
で
あ
る「
尚

し
ょ
う
し
ゃ
み
な
も
と
の

舎
源
忠
房
」

と
「
文
庫
」
の
二
つ
の
印
が
押
さ
れ
た

書
物
が
数
多
く
遺
り
、
忠
房
公
が
探
求

心
旺
盛
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
り
ま
す
。

　

１
６
９
８
（
元
禄
11
）
年
、
家
督

を
養
子
の
忠
雄
公
に
譲
っ
て
隠
居
し
、

１
７
０
０
（
元
禄
13
）
年
に
82
年
の
生

涯
を
閉
じ
ま
し
た
。

（
社
会
教
育
課
学
芸
員　
吉
田 

信
也
）

第
５
代
島
原
城
主　
松
平 

忠
房
（
１
６
１
９
‐
１
７
０
０
年
）

文
武
に
す
ぐ
れ
て
い
た
忠
房
公
の
直
筆
和
歌
（
島
原
城
蔵
）
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