
イ
ラ
ス
ト
デ
ザ
イ
ン
と
事
務

経
験
が
最
大
の
強
み

　
吹
上
町
出
身
で
宮
崎
県
か
ら
本

市
へ
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て

赴
任
し
た
松
元
さ
ん
は
、
学
芸
員

の
資
格
を
持
ち
な
が
ら
、
イ
ラ
ス

ト
が
得
意
と
い
う
異
色
の
人
材
。

　
企
業
の
デ
ザ
イ
ン
部
門
な
ど
の

勤
務
を
経
て
、
本
市
の
地
域
お
こ

し
協
力
隊
募
集
で
目
に
し
た
平
佐

西
地
区
の
歴
史
遺
産
お
守
り
隊
の

ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
、
興
味
を
引
か
れ
、

飛
び
込
ん
だ
の
が
そ
の
き
っ
か
け

で
す
。

自
ら
に
課
し
た
使
命
は
、
何

か
あ
る
け
ど
何
が
あ
る
か
分

か
ら
な
い
状
況
の
解
消

　
協
力
隊
と
し
て
赴
任
し
て
地
域

の
皆
さ
ん
か
ら
聞
い
た
の
は
、「
何

か
あ
る
け
ど
何
が
あ
る
か
分
か
ら

な
い
」と
い
う
声
。　

　
松
元
さ
ん
は
、
歴
史
的
に
貴
重

な
物
や
面
白
い
物
が
あ
る
平
佐
西

地
区
に
あ
っ
て
、
こ
れ
は
何
と
か

せ
ね
ば
と
一
念
発
起
し
、
文
献
を

め
く
っ
た
り
、
有
識
者
の
元
へ
足

を
運
ん
だ
り
、
ま
ず
は
調
べ
る
こ

と
か
ら
始
め
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
次
は
情
報
発
信
が
必

要
だ
と
自
分
が
持
っ
て
い
る
最
大

の
武
器
、
イ
ラ
ス
ト
デ
ザ
イ
ン
力

を
駆
使
し
て
、
自
ら
の
分
身
で
あ

る「
ユ
カ
り
ん
」と
と
も
に
、
地
域

の
魅
力
を
発
信
す
る
べ
く
活
動
を

開
始
し
た
の
で
す
。

　
自
作
の
マ
ッ
プ
を
配
布
し
て
、
昨

年
11
月
３
日（
火
）に
実
施
し
た
平
佐

焼
窯
跡
な
ど
を
巡
る「
平
佐
西
地
区

歴
史
さ
ん
ぽ
」で
は
、
広
く
参
加
者

を
募
集
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
地
域

住
民
を
中
心
に
ス
タ
ッ
フ
も
含
め
て
、

予
想
を
は
る
か
に
上
回
る
１
０
５

人
が
参
加
す
る
と
い
う
大
盛
況
ぶ
り
。

別
の
イ
ベ
ン
ト
用
に
作
成
し
た
マ
ッ

プ
は
、
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会

が
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
製
作
す

る
な
ど
進
化
を
遂
げ
ま
し
た
。

　「
平
佐
西
地
区
の
歴
史
や
文
化
に

興
味
が
あ
る
人
は
た
く
さ
ん
い
る
」

そ
う
手
応
え
を
感
じ
た
松
元
さ
ん
は
、

参
加
者
の
喜
び
の
声
も
力
に
変
え
、

そ
れ
か
ら
も
高
齢
者
サ
ロ
ン
で
の
講

演
や
平
佐
西
小
学
校
に
お
け
る
ふ
る

さ
と
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
で

の
授
業
、
さ
ら
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

協
議
会
だ
よ
り
で
コ
ラ
ム
を
連
載
す

る
な
ど
、
広
く
平
佐
西
地
区
の
歴
史

や
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
て
き
ま
し
た
。

変
わ
ら
な
い
も
の
が
あ
る

　
松
元
さ
ん
は
言
い
ま
す
。「
こ
の
地

区
、
こ
の
ま
ち
は
、
こ
れ
か
ら
も
川

内
川
の
堤
防
沿
い
が
整
備
さ
れ
た
り
、

住
宅
が
建
っ
た
り
、
人
の
動
き
と
と

も
に
変
わ
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
が
、

変
わ
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
の
変

わ
ら
な
い
も
の
や
守
る
べ
き
も
の
を

地
域
の
皆
さ
ん
と
大
事
に
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
歴
史
や
文
化
と

い
う
も
の
は
、
難
し
く
て
と
っ
つ
き

に
く
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
も

の
で
す
が
、
私
の
イ
ラ
ス
ト
や
取
り

組
み
で
、
そ
の
ハ
ー
ド
ル
を
少
し
で

も
下
げ
ら
れ
た
ら
。
そ
し
て
、『
何

か
あ
る
け
ど
何
が
あ
る
か
分
か
ら
な

い
』が
、『
何
か
あ
る
よ
ね
』『
あ
れ
は

〇
〇
だ
よ
』と
地
域
の
人
同
士
が
つ

な
が
っ
て
い
く
、
そ
ん
な
き
っ
か
け

に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
想
像
し
な

が
ら
、
日
々
活
動
し
て
い
ま
す
」。

　
松
元
さ
ん
の
活
動
は
、
ま
だ
ま
だ

始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
。

　
次
の
ペ
ー
ジ
で
は
、
今
回
、
松

元
さ
ん
が
執
筆
し
て
く
れ
た「
深
発

見
！
さ
つ
ま
せ
ん
だ
い
歴
史
文
化
遺

産
」へ
と
続
き
ま
す
。
併
せ
て
お
読

み
く
だ
さ
い
。

松ま
つ
も
と元

　
由ゆ

香か
さ
ん

（38）

　商品のパッケージデザインや住宅メーカーでの
広報チラシ作成などの仕事を経て、平佐西地区の
地域おこし協力隊として、同地区の歴史遺産お守
り隊などの肩書を持ち活動する松元さん。
　今回は、そんな異色の経歴ながら特技と技術を
生かして地域を盛り上げようとする一人の協力隊
員の思いに寄り添います。

▲ ぽっちゃんブロ
グでは、松元隊員
を含め、市の協力
隊員の活動がご
覧いただけます。

　文字通り、その人の隣にいて、思いに寄
り添うことや人柄を表す言葉「人となり」
をイメージした新コーナーで、人物や活動
の紹介だけでなく、その人の思いにスポッ
トを当てることを目的としています。

　「人のとなりに」とは…

▲ 「覚えてもらいやすいように」と
メディアに度々登場する松元さ
んの分身「ユカりん」は、平佐
西地区コミ主事松下さんが命名。
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災
害
発
生
か
ら
72
時
間
が

生
死
の
境
目
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
３
日
間
を
生
き

延
び
る
た
め
に
準
備
す
る
の

が「
命
を
守
る
ア
イ
テ
ム
」で

す
。

　
体
温
を
保
ち
、
最
低
限
の

栄
養
や
水
分
を
取
り
、
危
険

か
ら
身
を
守
る
た
め
の
グ
ッ

ズ
で
す
。

　
し
か
し
、
４
日
目
以
降
に

な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
生
活

が
元
に
戻
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
東
日
本
大
震
災
で

は
、
電
気
の
復
旧
ま
で
に
７

日
間
、
水
道
や
ガ
ス
は
さ
ら

に
時
間
が
か
か
っ
た
そ
う
で

す
。
こ
の
よ
う
な
非
日
常
の

中
で
も
元
気
を
な
く
さ
ず
、

少
し
で
も
日
常
に
近
い
生
活

を
送
る
た
め
の
グ
ッ
ズ
が

「
生
活
を
守
る
ア
イ
テ
ム
」な

の
で
す
。

　
ま
た
、
必
要
な
防
災
ア
イ

テ
ム
は
家
族
そ
れ
ぞ
れ
で

す
。
家
庭
環
境
は
そ
れ
ぞ
れ

異
な
り
ま
す
。
赤
ち
ゃ
ん
が

い
れ
ば
紙
お
む
つ
や
ミ
ル

ク
、
哺
乳
瓶
な
ど
も
必
須
で

す
。
小
さ
な
子
ど
も
が
い
れ

ば
気
晴
ら
し
の
お
も
ち
ゃ
も

欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　
あ
な
た
の
家
族
の
中
で

「
一
番
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
な

人
」を
守
る
こ
と
を
基
準
に

し
て
、
準
備
を
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
と
し
て
、
①
マ

ス
ク
②
体
温
計
③
消
毒
液

な
ど
も
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
防
災
に
関
す

る
備
え
や
避
難
時
の
注
意
な
ど
、
日
ご

ろ
か
ら
災
害
に
備
え
る
た
め
の
情
報
を

ス
ポ
ッ
ト
で
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

生活を守るアイテム例

□ 簡易トイレ
□ カセットコンロと鍋
□ 嗜

し
好
こう

品
□ 着替え　下着
□ 除菌シート

□ 水
□ 非常食
□ ヘルメット
□ 懐中電灯
□ 毛布

命を守るアイテム例

VOL.6VOL.6

第四回

　
薩
摩
川
内
に
は
長
い
歴
史
の
中
で
起
き
た

物
語
、育
ま
れ
た
文
化
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
数
あ
る
薩
摩
川
内

の
歴
史
・
文
化
の
中
か
ら
、
と
っ
て
お
き
の

ト
ピ
ッ
ク
ス
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

遺
産

歴
史
文
化

さ
つ
ま
せ
ん
だ
い

か
つ
て
の
平
佐
焼
の
里
・

平
佐
西
地
区
皿
山

～
知
り
隊
！
平
佐
西
出
張
編
～

　
今
回
は
、
平
佐
西
地
区
に
残
る
平
佐
焼
窯
跡

と
平
佐
焼
に
つ
い
て
、
平
佐
西
地
区
を
担
当
す

る
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
松
元
が
ご
紹
介
し
ま

す
。

　
平
佐
焼
は
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
昭
和
の

始
め
ま
で
作
ら
れ
て
い
た
焼
き
物
の
名
称
で
、

「
皿さ
ら

山や
ま

」と
い
う
地
名
も
そ
こ
か
ら
呼
ば
れ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
平
佐
焼
き
の
原
料
の
陶
石
は
天

草
か
ら
運
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　
も
と
も
と
、
平
佐
郷
白
和
の
今い
ま

井い

儀ぎ

え

も

ん

右
衛
門

が
阿
久
根
市
脇
本
で
窯
を
開
い
て
い
ま
し
た
が

資
金
難
に
よ
り
閉
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を

惜
し
ん
だ
の
が
北
郷
家
の
家
臣
・
伊い

地じ

知ち

団だ
ん

右え

衛も

門ん

で
し
た
。
伊
地
知
は
、
そ
の
時
の
平
佐
領

主
北ほ
ん

郷ご
う

久ひ
さ

陣つ
ら

に
相
談
し
、
皿
山
に
今
井
儀
右
衛

門
を
呼
び
寄
せ
て
窯
を
開
き
ま
し
た
。

　
外
見
の
特
徴
と
し
て
は
、
や
や
青
み
が
か
っ

た
白
磁
に
青
い
染そ
め

付つ
け

で
描
か
れ
た
も
の
が
多

く
、
赤
絵（
色
絵
）、
べ
っ
甲
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

種
類
が
あ
り
、
慶
応
三
年（
一
八
六
七
）の
パ
リ

万
国
博
覧
会
に
も
出
品
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

高
い
評
価
を
得
ま
し
た
。

　
現
在
、
平
佐
焼
窯
跡
と
し
て
残
っ
て
い
る
の

は
、
平
佐
現
窯
と
呼
ば
れ
る
窯
の
跡
で
す
。
市

の
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
て
、
か
つ
て
皿

山
の
地
で
栄
え
た
平
佐
焼
の
名
残
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
文
責
・
問
合
せ
＝
本
庁
文
化
課
文
化
財
Ｇ

　（
内
線
５
２
３
２
）

イラスト：松元由香
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