
氾
濫
を
許
容
し
た
湿
地

　

こ
の
夏
の
西
日
本
豪
雨
で
は
、但
馬
地
域
で
も
土

砂
崩
れ
や
内
水
氾
濫
等
大
き
な
被
害
を
う
け
た
。7

月
5
日
か
ら
雨
が
降
り
続
き
、翌
6
日
に
は
大
雨
特

別
警
報
が
発
令
さ
れ
、但
馬
全
域
に
避
難
指
示
・
勧

告
が
出
さ
れ
た
。キ
ャ
ン
パ
ス
で
も
予
定
さ
れ
て
い

た
講
義
が
休
講
に
な
る
と
と
も
に
そ
の
影
響
余
波

は
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
止
に
ま
で
及
ん
だ
。

　

河
川
氾
濫
は
我
々
に
対
し
て
様
々
な
負
の
影
響

を
与
え
、時
に
は
人
命
に
か
か
わ
る
脅
威
な
の
だ

が
、河
川
生
物
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

く
、す
べ
て
の
生
物
が
流
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
未

曾
有
の
氾
濫
を
除
け
ば
、む
し
ろ
正
の
影
響
を
与
え

る
と
い
っ
た
研
究
報
告
が
多
い
。河
川
環
境
が
健
全

で
あ
る
た
め
に
は
、上
流
か
ら
下
流
に
わ
た
る
、水

の
み
な
ら
ず
土
砂
の
供
給
・
排
出
シ
ス
テ
ム（
流
砂

系
）が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、こ

れ
ら
は
特
に
氾
濫
時
に
大
き
な
挙
動
を
示
す
。流
水

と
流
下
土
砂
は
、川
底
や
た
ま
り
水
環
境（
ワ
ン
ド

や
タ
マ
リ
と
い
っ
た
河
川
に
近
接
す
る
池
状
の
水

域
）の
嫌
気
化
さ
れ
た
土
砂
を
フ
ラ
ッ
シ
ュ
し
て
上

流
か
ら
運
搬
さ
れ
た
土
砂
と
置
き
換
わ
る
こ
と
に

よ
り
、固
く
締
ま
っ
た
川
底

を
フ
カ
フ
カ
と
し
た
浮
石

の
状
態
に
耕
運
す
る
。こ
の

浮
石
河
床
に
は
隙
間
ま
で

水
や
酸
素
が
行
き
渡
る
た

め
、河
川
生
物
の
棲
家
に
な

る
と
と
も
に
、多
く
の
淡
水

魚
類
の
産
卵
場
所
を
提
供

す
る
。さ
ら
に
堆
積
し
て
い

る
有
機
物（
例
え
ば
落
ち
葉

や
枝
）は
上
流
か
ら
の
も
の

と
入
れ
替
わ
り
、古
い
藻
類

は
剥
ぎ
取
ら
れ
新
し
い
若

芽
へ
と
更
新
さ
れ
る
。こ
の

氾
濫
シ
ス
テ
ム
の
健
全
性

に
よ
り
河
川
生
物
た
ち
は
ク
リ
ー
ン
な
環
境
で
フ

レ
ッ
シ
ュ
な
餌
を
食
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。加

え
て
氾
濫
は
、通
常
不
連
続
に
な
っ
て
い
る
水
域
間

の
連
続
性
を
許
容
し
、水
生
生
物
に
移
動
分
散
す
る

機
会
を
与
え
、彼
ら
の
子
孫
を
分
散
す
べ
く
、生
息

域
の
拡
大
に
も
大
い
に
寄
与
す
る
。

　

負
の
影
響
を
治
め
つ
つ（
治
水
）、氾
濫
環
境
を
ど

れ
だ
け
許
容
で
き
る
の
か
。河
川
の
生
物
多
様
性
保

全
に
は
そ
れ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。但
馬
地
域
を
流

下
す
る
円
山
川
流
域
で
は
様
々
な
試
み
が
と
ら
れ

て
お
り
、そ
の
一
つ
が
写
真
に
示
す「
加
陽
湿
地
」で

あ
る
。こ
の
湿
地
は
、支
流
で
あ
る
出
石
川
の
下
流

域
左
岸
に
整
備
さ
れ
た
氾
濫
原
湿
地（
氾
濫
す
る
こ

と
が
許
容
さ
れ
た
湿
地
）で
あ
り
、陸
域
の
草
地
は

中
規
模
お
よ
び
大
規
模
増
水
で
冠
水
し
、様
々
に
デ

ザ
イ
ン
さ
れ
た
水
域
は
そ
の
都
度
連
続
す
る
。ま

た
、人
為
的
に
氾
濫
さ
せ
る
施
設
、す
な
わ
ち
、湿
地

内
を
流
下
す
る
支
流
に
は
可
動
堰（
堰
板
を
人
為
的

に
は
め
込
む
簡
易
な
も
の
）が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

堰
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、フ
ナ
や
ナ
マ
ズ
の
産
卵
期

に
は
陸
上
植
物
の
生
育
エ
リ
ア
ま
で
冠
水
域
す
な

わ
ち
産
卵
場
所
を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。ち
な

み
に
こ
の
場
所
は
、コ
ウ
ノ
ト
リ
の
野
生
復
帰
事
業

の
歴
史
に
お
い
て
も
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
地
で
あ
り
、

コ
ウ
ノ
ト
リ
が
絶
滅
す
る
前
の
1
9
6
0
年
に
但

馬
牛
と
コ
ウ
ノ
ト
リ
と
女
性
が
同
時
に
写
っ
て
い

る
モ
ノ
ク
ロ
写
真
が
撮
影
さ
れ
た
舞
台
で
あ
る
。

　

氾
濫
は
我
々
人
間
に
負
の
影
響
を
与
え
る
脅
威

で
あ
る
と
と
も
に
、生
物
多
様
性
の
保
全
に
は
欠
か

せ
な
い
。現
在
全
国
に
お
い
て
治
水
に
配
慮
し
つ
つ

氾
濫
原
湿
地
を
造
成
す
る
試
み
が
拡
大
し
て
い
る

が
、こ
れ
ら
の
試
み
が
、こ
の
モ
ノ
ク
ロ
の
風
景
を

い
た
る
所
で
カ
ラ
ー
再
現
し
て
く
れ
る
日
も
そ
う

遠
く
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
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Information

　当研究科の一般公開「冬のオープンキャンパス」を、平成30年12月
23日（日）の午後1時45分から開催します。当日は研究科のカリキュラ
ムや入学試験の概要を説明し、施設およびフィールドの見学、大学院
生による研究活動紹介などを行います。当研究科に興味をお持ちの
方、受験を検討されている方、また但馬周辺地域にお住まいの社会
人の方の来学をお待ちしています。

冬のオープンキャンパス2018
01

UNIVERSITY OF HYOGO
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　博士前期課程B日程入試（全日程を合わせて定員12名）を、平成30年12
月16日（日）に実施いたします。試験は専門試験（小論文）と口述試験、会
場は豊岡ジオ・コウノトリキャンパス（豊岡会場）と、神戸商科キャンパス（神
戸会場）から選べます。
　なお、博士前期課程C日程入試および博士後期課程第2回入試は平成
31年3月3日（日）に予定しています。

入 試 日：
願書受付：

平成30年12月16日（日）
平成30年11月20日（火）～12月4日（火）

［お問い合わせ］ 各催しの詳細はウェブサイトをご覧ください。あるいはメール、電話にてお気軽にお問い合わせください。

※平成30年12月18日（火）～12月23日（日）の間、個別相談を毎日受け入
れます。随時受け付けしておりますので、希望日時と話を聞きたい教員
をお知らせください。

※事前に受験資格審査が必要な場合は、平成30年11月3日（土）～11月
16日（金）に審査書類をご提出ください。

日　時：
場　所：
定　員：
参加費：

平成30年10月13日（土）10:00～17:00
香美町役場３階大会議室（兵庫県香美町香住区香住870 -1）
先着順で20名（要申込）　申込締切：10月9日（火）
無料（昼食は各自でご用意ください）

●講義（10:00～11:00）
①「地質特性と災害」：自然災害から地形地質の特徴を考える
    講師：松原典孝（兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科講師）

②「植生と災害」：植物群落を通じて自然災害を見る
    講師：内藤和明（兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科准教授）

日　時：
場　所：

内　容：

平成30年12月23日（日）13:45～16:15
兵庫県立大学豊岡ジオ・コウノトリキャンパス
（豊岡市祥雲寺128番地）
（1） 研究科、カリキュラム、入学試験についての説明
（2） 施設やフィールドの見学、大学院生の研究紹介
（3） 個別相談、在学生との交流

　兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科は、持続可能で
心豊かな地域づくりに資する「地域資源マネジメント教室」を開催して
おります。この教室は、当研究科が蓄積してきた人と自然の関係論に
もとづく地域づくりの方法についての講義と演習を組み合わせた学
びの場です。地域課題の解決に必要な科学の知識と実践の技法を
修得されたい方ならどなたでも受講していただけます。第2回のテー
マは「沿岸・中山間地域における自然災害と地域資源マネジメント」。
皆様のご参加をお待ちしております。

Information

第2回　地域資源マネジメント教室
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◆プログラム

沿岸・中山間地域における自然災害と地域資源マネジメント

●演習（11:00～12:30）
「災害図上訓練（DIG）」：地域の災害特性とその対応策について考える
講師：菊池義浩（兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科講師）

●グループディスカッションと成果発表（15:45～16:30） 
DIGとフィールドワークの成果をもとに具体的な災害対策を発表する

●まとめ（16:30～17:00）  
防災マップ作成などの地域防災の取組と地域資源の活用との関係性
について理解を深める

●フィールドワーク（13:30～15:30）
災害発生時の危険箇所および避難場所・避難経路を点検する
※香美町内の沿岸地域と中山間地域を予定



　
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
社
会
は
、一
夫
一
妻
で
ペ
ア
に
な
り
、な

わ
ば
り
を
持
つ
繁
殖
個
体
と
、な
わ
ば
り
を
持
た
な
い
単

独
個
体（
フ
ロ
ー
タ
ー
）で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。な
わ
ば

り
内
で
は
、核
家
族
の
形（
ペ
ア
雌
雄
、そ
の
年
の
子
供
）

で
生
活
し
ま
す
。従
っ
て
、家
族
以
外
の
個
体
は
一
般
的

に
な
わ
ば
り
内
で
の
滞
在
を
許
さ
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、

近
年
、家
族
で
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、滞
在
で
き
る
個
体

（
居
候
）が
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。そ
こ
で

私
は
、な
わ
ば
り
所
有
者
と
居
候
の
関
係
に
着
目
し
、あ

る
ペ
ア
を
観
察
し
ま
し
た
。

　

居
候
は
、時
に
、な
わ
ば
り
内
に
お
い
て
所
有
者
の
攻

撃
を
受
け
て
も
、出
て
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。ま
た
居
候

は
、な
わ
ば
り
所
有
者
と
っ
て
大
事
な
資
源
で
あ
る
雛
の

い
る
巣
に
と
ま
れ
る
程
、気
を
許
さ
れ
て
い
ま
し
た
。た

だ
し
、所
有
者
が
巣
に
い
る
と
き
は
、巣
に
と
ま
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。さ
ら
に
、非
繁
殖
期
に
な
る
と
、

巣
で
の
滞
在
割
合
が
増
加
し
ま
し
た
。こ
の
時
期
、な
わ

ば
り
所
有
者
は
頻
繁
に
な
わ
ば
り
か
ら
出
て
い
く
の
で
、

居
候
が
巣
に
滞
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、な
わ
ば
り
防
衛

の
一
助
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
ま
す
。こ
の
様

に
居
候
は
、他
の
個
体（
侵
入
者
）に
比
べ
、な
わ
ば
り
所

有
者
に
許
容
さ
れ
る
部
分
を
も
ち
な
が
ら
も
、家
族
同
様

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。つ
ま
り
、な
わ
ば
り

所
有
者
に
と
っ
て
居
候

は「
他
人
以
上
、家
族
未

満
」の
存
在
で
あ
る
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。

コ
ウ
ノ
ト
リ
の
な
わ
ば
り

所
有
者
と
居
候
の
関
係

所
属
・
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兵
庫
県
但
馬
地
方
で
は
、農
家
の
人
々
に
と
っ
て
、〝
コ

ウ
ノ
ト
リ
は
稲
を
踏
み
倒
す
害
鳥
〞と
い
う
意
識
が
根
強

く
残
っ
て
い
ま
す
。そ
こ
で
、私
は
、コ
ウ
ノ
ト
リ
と
人
の

共
生
の
た
め
に
、稲
の
踏
み
倒
し
の
実
態
と
稲
の
回
復
を

生
態
学
的
に
明
ら
か
に
し
、害
鳥
意
識
の
生
じ
る
社
会
学

的
な
要
因
に
つ
い
て
考
察
し
ま
し
た
。そ
の
結
果
、コ
ウ

ノ
ト
リ
や
サ
ギ
類
が
稲
を
踏
む
確
率
は
歩
数
当
た
り
で

4
〜
6
％
と
低
く
、か
つ
踏
み
倒
さ
れ
て
稲
株
の
成
長
が

悪
く
な
っ
た
と
し
て
も
周
辺
の
株
が
成
長
し
そ
れ
を

補
っ
て
い
た
た
め
、収
量
へ
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
コ
ウ
ノ
ト
リ

が
害
鳥
と
し
て
意
識
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、ま
ず
コ
ウ
ノ

ト
リ
は
白
く
大
き
く
、サ
ギ
類
よ
り
も
目
立
つ
こ
と
で

す
。ま
た
個
別
の
水
田
で
は
コ
ウ
ノ
ト
リ
に
よ
る
被
害
が

な
く
て
も
、地
域
の
共
通
意
見
と
し
て
表
出
さ
れ
、そ
の

中
で
被
害
を
受
け
た
農
家
の
訴
え
が
繰
り
返
さ
れ
否
定

的
見
解
が
共
有
さ
れ
る
た
め
で
す
。こ
う
し
た
状
況
が
但

馬
地
方
で
も
起
こ
り
、科
学
的
根
拠
が
な
い
ま
ま
コ
ウ
ノ

ト
リ
の
稲
へ
の
被
害
意
識
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。こ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た

農
家
の
害
鳥
意
識
を
変
え
る
た
め
に
は
、科
学
的
デ
ー
タ

を
も
と
に
協
議
す
る
場
を
設
け
合
意
形
成
を
図
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

農
家
の
抱
く

コ
ウ
ノ
ト
リ
へ
の
害
鳥
意
識

所
属
：
綜
合
警
備
保
障
株
式
会
社
（ALSO

K

）

遊
部 

久
瑠
美

K
u

ru
m

i A
so

be

　

水
の
研
究
を
希
望
し
入
学
し
、地
下
水
に
関
連
し
て
発

生
す
る
、地
す
べ
り
に
つ
い
て
研
究
し
ま
し
た
。

　

研
究
場
は
兵
庫
県
北
西
部
に
位
置
す
る
香
美
町
小
代

区
と
し
ま
し
た
。此
処
は
約
７
千
年
の
歴
史
を
有
し
、地

す
べ
り
地
形
が
多
い
処
で
す
。
地
す
べ
り
地
形
と
地
域

住
民
の
暮
ら
し
を
科
学
的
に
捉
え
る
事
を
目
的
と
し
ま

し
た
。

　

地
域
全
体
の
地
す
べ
り
地
形
と
23
集
落
の
分
布
等
を

詳
細
に
調
査
し
、主
要
河
川
の
矢
田
川
河
床
基
準
に
比
高

で
整
理
し
た
り
、全
集
落
の
長
老
か
ら
聞
き
取
り
調
査
に

よ
り
、集
落
の
成
り
立
ち
と
地
す
べ
り
地
形
の
関
係
等
を

ま
と
め
考
察
し
ま
し
た
。

　

耕
作
地
の
約
65
％
が
地
す
べ
り
地
形
を
活
用
し
た
棚

田
と
な
っ
て
い
ま
す
。
更
に
、約
20
％
の
耕
作
地
で
あ
る

河
岸
段
丘
や
谷
底
平
野
は
地
す
べ
り
が
要
因
で
あ
る
と

の
知
見
も
あ
り
、小
代
地
区
の
約
85
％
の
耕
作
地
は
地
す

べ
り
由
来
と
い
え
ま
す
。ま
た
、但
馬
牛
の
放
牧
地
や
ス

キ
ー
場
と
し
て
も
活
用
さ
れ
、生
活
の
基
盤
と
な
っ
て
き

ま
し
た
。

　

住
民
の
祖
先
は
当
初
地
す
べ
り
地
形
に
気
づ
か
ず
、棚

田
と
し
て
開
墾
し
、粘
土
質
で
美
味
し
い
お
米
を
収
穫
す

る
一
方
、毎
年
少
し
づ
つ（
1
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
〜
1
メ
ー
ト

ル
）全
体
が
移
動
・
停

止
す
る
船
上
で
の
生

活
の
よ
う
で
す
。

　

仮
に
小
代
地
区
に

地
す
べ
り
が
無
か
っ
た

ら
人
口
は
約
1
/
5

程
度
で
、旧
美
方
町

（
現
小
代
区
）は
存
在

し
な
か
っ
た
と
言
っ
て

も
過
言
で
な
い
こ
と

等
が
解
り
ま
し
た
。

山
間
農
業
地
域
に
お
け
る

地
す
べ
り
地
形
と
集
落

所
属
・
職
業
：
岡
田
技
術
士
事
務
所

岡
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地
域
の
地
質
や
地
形
な
ど
を
知
る
こ
と
は
、地
球
科
学

的
知
識
を
深
め
る
だ
け
で
な
く
、郷
土
意
識
を
喚
起
し
誇

り
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。私
は
、生
徒
に
地

域
の
自
然
を
伝
え
る
題
材
と
し
て
教
室
に
持
ち
込
み
や

す
い
砂
に
着
目
し
、砂
の
粒
の
大
き
さ
や
構
成
鉱
物
に
つ

い
て
調
査
し
、そ
の
結
果
を
も
と
に
授
業
を
実
践
し
ま
し

た
。

　

砂
粒
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、山
陰
海
岸
ジ
オ
パ
ー
ク

内
の
砂
を
大
き
さ
の
違
う
ふ
る
い
で
6
段
階
に
分
け
た

と
こ
ろ
、砂
の
粗
い
地
域
は
主
に
リ
ア
ス
海
岸
地
形
の
中

に
あ
り
ま
し
た
。構
成
鉱
物
の
調
査
で
は
、14
ヶ
所
全
て

の
場
所
に
、石
英・長
石
と
磁
鉄
鉱
が
存
在
し
ま
し
た
。

生
徒
の
中
に
は
、授
業
前
に
は「
砂
浜
の
砂
は
ど
こ
で
も

同
じ
」と
思
っ
て
い
た
者
も
い
ま
し
た
が
、実
体
顕
微
鏡

観
察
を
通
じ
て
砂
が
場
所
ご
と
に
違
う
こ
と
に
気
づ
き

ま
し
た
。ま
た
、ふ
る
い
分
け
実
験
を
正
確
に
行
い
、デ
ー

タ
の
統
計
的
な
特
徴
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。こ
の
授
業
の
後
、数
名
の
生
徒
が
自
由
研
究
の

テ
ー
マ
に
地
域
の
砂
や
岩
石
を
と
り
あ
げ
、そ
の
中
か
ら

コ
ン
テ
ス
ト
の
入
賞
者
も
出
て
き
ま
し
た
。

　

私
が
、社
会
人
学
生
と
し
て
修
了
で
き
た
の
は
、大
学

院
の
先
生
方
や
職
場
の
方
の
お
陰
で
す
。若
い
方
は
も
ち

ろ
ん
、社
会
人
の
再
教
育

の
場
と
し
て
、研
究
科
が

地
域
に
根
付
き
、さ
ら
に

発
展
し
て
い
く
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。

砂
浜
の
砂
を

中
学
校
理
科
授
業
に
活
用
し
て

所
属
：
香
美
町
立
香
住
第
二
中
学
校

森
垣 
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平
成
の
大
合
併
以
降
、地
域
の
弱
化
が
懸
念
さ
れ
、概

ね
小
学
校
区
単
位
で
新
た
な
地
域
自
治
組
織
が
、全
国
で

設
立
さ
れ
ま
し
た
。
約
10
年
が
経
ち
、こ
の
組
織
の
存
在

理
由
や
地
方
の
統
治
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。ど

う
す
れ
ば
こ
の
組
織
が
機
能
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
で
す
。

　

地
方
の
統
治
の
あ
り
方「
ロ
ー
カ
ル・ガ
バ
ナ
ン
ス
」と

い
う
概
念
は
、「
国
家
よ
り
も
狭
域
を
対
象
と
し
た
、多
元

的
ア
ク
タ
ー
が
参
加
し
、交
渉
や
合
意
形
成
等
の
相
互
関

係
を
通
じ
た
、地
方
自
治
で
の
意
志
決
定
お
よ
び
そ
の
運

営
に
か
か
る
統
治
様
式
」（
佐
藤
正
志
・
前
田
洋
介
、

2
0
1
7
、『
シ
リ
ー
ズ
・
21
世
紀
の
地
域
⑤
―
―
ロ
ー

カ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
地
域
』）と
定
義
さ
れ
、こ
れ
ま
で

の
研
究
に
よ
り
、機
能
す
る
条
件
と
し
て「
代
表
性
の
担

保
」「
地
域
住
民
か
ら
の
正
統
性
の
確
保
」の
指
摘
が
あ
り

ま
す
。

　

研
究
対
象
で
あ
る
兵
庫
県
朝
来
市
の「
東
河
地
区
協
議

会
」は
、昭
和
の
大
合
併
直
後
に
、地
域
住
民
に
よ
っ
て
自

発
的
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
組
織
の
事
業
運
営
に
着

目
す
る
と
、地
域
内
の
各
団
体
の
代
表
性
を
担
保
し
な
が

ら
、各
行
政
区
や
所
属
団
体
と
地
域
課
題
に
着
手
し
、ま

た
行
政
と
も
事
業
に
効
果
的
な
関
係
を
構
築
し
て
い
ま

す
。そ
れ
を
可
能
と
し
て
い
る
の
は
、地
域
自
治
組
織
と

各
団
体
が
相
互
に
補
完
し
合
っ
て
い
る
と
い
っ
た
、事
業

運
営
に
お
け
る
意
志
決
定

の
基
準「
補
完
性
原
理
」で

し
た
。本
事
例
よ
り
、「
補

完
性
原
理
」は
小
学
校
区

単
位
の
地
域
自
治
組
織
が

機
能
す
る
条
件
の
一
つ
と

い
え
、そ
の
条
件
を
満
た

す
こ
と
で
、地
域
の
ニ
ー

ズ
が
事
業
運
営
に
反
映
さ

れ
、当
該
地
域
自
治
組
織

の
存
在
理
由
が
明
確
と
な

る
の
で
す
。

小
学
校
区
単
位
の

地
域
自
治
組
織
が
機
能
す
る
条
件

所
属
・
職
業
：
朝
来
市
役
所
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人
口
な
ら
び
に
経
済
が
急
速
に
縮
小
す
る
現
在
の
但

馬
に
お
い
て
、地
域
が
自
立
す
る
に
は
、既
存
の
資
源（
山

陰
海
岸
ジ
オ
パ
ー
ク
/
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
野
生
復
帰
と
い

う
物
語
等
）は
も
ち
ろ
ん
、あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
資

源
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
地
域
は
回
ら
な
く
な
り
ま
す
。

こ
の〝
資
源
化
と
い
う
視
線
〞の
先
に
私
が
視
よ
う
と
し

た
も
の
は
、文
化
資
源
と
し
て
の
芸
術
祭
で
す
。特
に
24

年
間
継
続
さ
れ
て
き
た
養
父
市
大
屋
町
の
芸
術
祭「
う
ち

げ
ぇ
の
ア
ー
ト
お
お
や
」に
お
け
る
ア
ー
ル
・
イ
マ
キ
ュ

レ
や
知
的
障
害
者
ア
ー
ト
を
積
極
的
に
人
的・文
化
的
資

源
と
し
て
位
置
付
け
、そ
れ
を
支
え
る
地
域
の
ひ
と
び
と

の
協
働
性
や
関
係
性
も
含
め「
地
域
資
源
」と
し
て
意
識

化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
「
資
源
化
」と
は
、動
的
な
姿
勢（
ベ
ク
ト
ル
変
容
）を
指

し
、特
に
様
々
な
条
件
の
悪
い
山
間
地
に
お
い
て
は
、「
い

ま
視
え
て
い
な
い
」資
源
を「
視
え
る
化
」す
る
イ
マ
ジ

ネ
ー
シ
ョ
ン
や
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
常

日
頃
か
ら
持
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。こ
の
姿
勢
は
、今

後
あ
ら
ゆ
る
領
域
が
縮
小
す
る
と
予
想
さ
れ
る
但
馬
地

域
に
お
い
て
、ひ
と
び
と
が
そ
れ
ぞ
れ
に
共
有
し
て
持
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
須
の
構
え
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

養
父
市
の
芸
術
祭
と

知
的
障
害
者
ア
ー
ト 

所
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