
　
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
こ
ろ
は
、
周
り
で
は

田
植
え
が
真
っ
盛
り
で
あ
る
。
田
植
機
が
あ
ち
こ

ち
で
せ
わ
し
な
く
往
復
し
て
い
る
。
陽
の
光
を
浴

び
て
、
水
を
含
ん
だ
土
の
茶
色
が
鮮
や
か
で
あ
る

が
、
や
が
て
稲
が
育
て
ば
一
面
緑
色
の
世
界
に
変

わ
る
だ
ろ
う
。
む
せ
か
え
り
そ
う
な
く
ら
い
の
生

命
力
が
こ
こ
か
し
こ
に
あ
ふ
れ
る
季
節
は
す
ぐ
そ

こ
だ
。

　
小
学
生
の
こ
ろ
は
水
田
の
な
か
を
抜
け
て
通
学

し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
風
景
に
は
ど
こ
と

な
く
懐
か
し
さ
を
感
じ
る
が
、
あ
の
こ
ろ
と
比
べ

て
み
て
は
っ
き
り
異
な
る
点
が
あ
る
。
水
田
を
取

り
囲
む
フ
ェ
ン
ス
や
ネ
ッ
ト
の
存
在
だ
。

　
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
周
辺
の
山
林
か
ら

や
っ
て
く
る
動
物
た
ち
に
よ
る
農
作
物
被
害
を
防

ぐ
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
環
境
省
の
統
計
に
よ
れ

ば
、
平
成
年
間
を
通
じ
て
シ
カ
の
推
定
個
体
数
は

約
8
倍
、
イ
ノ
シ
シ
は
約
3
.
5
倍
に
増
加
し
た

と
い
う
。
農
業
従
事
者
の
方
々
か
ら
す
れ
ば
ゆ
ゆ

し
き
問
題
で
あ
る
。
田
畠
の
作
物
は
人
間
が
食
べ

る
た
め
に
あ
る
。
そ
こ
で
電
気
柵
や
フ
ェ
ン
ス
、

ネ
ッ
ト
を
は
り
め
ぐ
ら
せ
て
動
物
の
出
入
り
を
防

ぐ
。
こ
れ
は
人
間
と
動
物
の
領
域
の
明
確
な
区
別

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
住
む
べ
き
世
界
の
境
界
が

ど
こ
に
あ
る
か
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　
現
在
よ
く
耳
に
す
る
里
山
で
あ
る
が
、
歴
史
学

的
に
い
え
ば
こ
れ
は
江
戸
時
代
以
降
に
あ
ら
わ
れ

る
言
葉
で
あ
る
。
古
代
・
中
世
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ

ば
、
人
里
の
周
囲
に
広
が
る
自
然
は
山
川
薮
沢
・

山
野
河
海
や
荒
野
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
前
者
は
自

然
の
ま
ま
で
完
全
な
未
墾
の
地
で
、
田
畠
が
つ
ね

に
誰
か
の
所
有
地
で
あ
り
続
け
た
の
と
は
対
照
的

に
、
林
業
や
狩
猟
、
採
集
な
ど
誰
か
が
さ
ま
ざ
ま

に
利
用
す
る
が
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
場
所
、
い

わ
ば
コ
モ
ン
ズ
で
あ
っ
た
。
荒
野
と
は
一
度
は
開

墾
さ
れ
、
人
間
の
生
活
が
営
ま
れ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
何
ら
か
の
事
情
で
放
棄
さ
れ
た
結
果
、
自
然

状
態
に
も
ど
り
つ
つ
あ
っ
た
場
所
を
さ
す
。
こ
こ

も
無
主
の
世
界
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
人
び
と
は

古
来
か
ら
、
私
た
ち
の
世
界
、
向
こ
う
側
（
自
然
）

の
世
界
、
そ
の
中
間
と
、
と
り
ま
く
空
間
を
グ
ラ

デ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
は
無
主
の
荒
野
に
生
息
し
、

人
間
の
生
活
領
域
で
あ
る
田
畠
に
あ
ら
わ
れ
る
。

か
れ
ら
は
人
と
自
然
、
有
主
と
無
主
の
世
界
を
自

在
に
往
還
す
る
境
界
的
な
動
物
で
あ
っ
た
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
人
び
と
に
と
っ
て
迷
惑
な
お
客
で

あ
っ
た
こ
と
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
。
古
来
は

山
裾
に
シ
シ
垣
と
よ
ば
れ
る
石
垣
や
土
塁
が
築
か

れ
た
が
、
現
代
は
こ
れ
が
フ
ェ
ン
ス
や
ネ
ッ
ト
に

変
わ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
夜
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
最
終
退
出
者
と
し
て
門
を

出
る
。
カ
エ
ル
の
大
合
唱
が
響
く
暗
が
り
を
歩
き

出
し
て
、
ふ
と
振
り
返
る
。
門
の
両
側
か
ら
は
る

か
遠
く
ま
で
フ
ェ
ン
ス
が
の
び
、
我
ら
が
学
び
舎

は
そ
の
向
こ
う
側
。
思
え
ば
日
夜
、
私
た
ち
は
門

を
く
ぐ
っ
て
異
な
る
世
界
を
往
還
し
て
い
る
わ
け

だ
。
ゲ
ー
テ
ッ
ド
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
も
錯
覚
し

そ
う
な
光
景
だ
が
、
は
た
し
て
私
た
ち
は
ど
ち
ら

側
の
住
人
な
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
イ
ノ
シ
シ
や

シ
カ
の
お
仲
間
と
い
う
べ
き
か
。
い
や
い
や
、
こ

こ
は
研
究
科
の
理
念
に
ち
な
ん
で
、
人
と
自
然
を

つ
な
ぐ
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン
と
自
任
し
て
お
こ
う
。
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人
の
世
界
、動
物
の
世
界

：

新
緑
の
こ
ろ
に

教
授
　
中
井
　
淳
史

［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。

夏のオープンキャンパス2021
01

　地域資源マネジメント研究科の一般公開「夏のオープンキャンパ
ス」を2021年7月11日（日）に開催します。オープンキャンパスでは研究
科や入学試験の概要紹介、施設紹介などを行います。今回は新型
コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大防止のため、対面とweb
サービス（Zoom）を併用してオープンキャンパスを開催します。当研
究科に興味のある方、受験を検討されている方のご参加をお待ちし
ております。

2021年7月11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）
7月6日（火）までにメールかFaxにて参加申し込みを行っ
てください。オンライン参加希望者には、ZoomアクセスID
を通知し、研究科資料を郵送します。
（１）研究科、カリキュラム、入学試験についての説明
（２）研究施設や研究フィールドの見学、在学生による

研究紹介
（３）個別相談　など

入試情報
（博士前期課程A 日程・博士後期課程第1回） 02
　博士前期課程A日程入試（全日程合わせて定員12名）、博士後
期課程第1回入試（全日程を合わせて定員2名）を2021年8月28
日（土）に実施します。試験内容は専門試験（小論文）と口述試
験です。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）から選ぶことができます。

地域資源マネジメント研究科
紀要刊行のご案内 03

　2021年3月に、地域資源マネジメント研究科に関わる研究を
まとめた紀要「地域資源マネジメント研究」を刊行しました。
最新の研究成果を、インターネットを通じて無料で閲覧する
ことができます。ご興味のある方は「兵庫県立大学学術レポジ
トリ」でウェブ検索をし、「地域資源マネジメン
ト研究」のページを探していただくか、右のQR
コードを参照ください。

※事前に受験資格審査が必要な場合は、2021年7月10日（土）～7月23日（金）に
審査書類をご提出ください。

【写真提供】
松原　典孝：大学近くの田園
熊谷　暢聡：鉱山臼
鴻村　　創：調査地の様子
渡辺　　政：防獣ネットに絡まるコウノトリ

発行：2021年 6月

●2021年度オープンキャンパスの予定

夏のオープン
キャンパス

秋のオープン
キャンパス

冬のオープン
キャンパス

個別面談
7月6日（火）～
7月11日（日）

個別面談
10月19日（火）～
10月24日（日）

個別面談
12月21日（火）～
12月26日（日）

7月11日（日） 10月24日（日） 12月26日（日）

※新型コロナウイルスへの対応により今後の予定が変更になる場合があります。変更などの情報は地域資源マネジメント研究科の
ホームページに逐次更新していきますので、参加希望の方はご確認をよろしくお願いいたします。

日　　時

場　　所

参加方法

内　　容

2021年8月28日（土）
2021年7月27日（火）～8月11日（水）

日　　時

願書受付

兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科・ニュースレター［ニューズRRM］
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地域資源マネジメント研究科

写真：舞根地区の防災集団移転地

地域資源マネジメント研究科は2014年度の開設以降、合計50名の博士前期課程修了者を送り出しています。
本号では2021年3月に巣立った修了生の研究成果を紹介します。

　

1
9
8
0
年
代
以
降
の
ニ
ホ
ン
ジ
カ
（
以

下
、
シ
カ
）
の
分
布
拡
大
と
個
体
数
増
加
は

森
林
生
態
系
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
シ
カ
の
採
食
に

よ
っ
て
森
林
の
林
床
植
生
が
衰
退
す
る
と
森

林
の
世
代
交
代
が
難
し
く
な
っ
た
り
土
砂
災

害
が
起
こ
り
や
す
く
な
っ
た
り
と
様
々
な
問

題
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
主
に
森
林
で
生

活
す
る
シ
カ
に
と
っ
て
大
き
な
森
林
ほ
ど
利

用
し
や
す
く
植
生
へ
の
影
響
も
大
き
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
森
林
の

連
続
性
に
着
目
し
て
落
葉
広
葉
樹
林
に
お
け

る
シ
カ
と
森
林
の
林
床
植
生
の
関
係
に
つ
い

て
研
究
を
行
い
ま
し
た
。

　

研
究
の
結
果
、
円
山
川
の
東
側
で
は
シ
カ

の
侵
入
時
期
が
遅
か
っ
た
西
側
に
比
べ
て
林

床
植
生
の
衰
退
が
深
刻
な
状
態
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
各
調
査
地
の
シ

カ
利
用
頻
度
と
林
床
植
生
の
衰
退
度
に
は
明

ら
か
な
関
係
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
林
床
植
生
の
衰
退
は
長
期
間
に

わ
た
る
シ
カ
の
採
食
の
影
響
を
反
映
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
研
究
開
始
時
に

は
森
林
の
連
続
性
が
小
さ
く
な
る
に
つ
れ
て

シ
カ
の
利
用
頻
度
が
小
さ
く
な
り
植
生
へ
の

影
響
も
小
さ
く
な
る
と
い
う
結
果
を
予
想
し

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
孤
立
し
た
森
林
で
は

周
囲
の
森
林
に
比
べ
て
シ
カ
の
利
用
頻
度
が

小
さ
く
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
シ
カ
の
利
用

頻
度
は
森
林
の
連
続
性
の
変
化
に
伴
っ
て
変

化
す
る
わ
け
で
は
な
く
連
続
性
が
中
程
度
の

森
林
を
好
ん
で
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。

　

今
後
は
森
林
生
態
系
の
保
全
に
携
わ
る
研

究
者
に
な
れ
る
よ
う
博
士
後
期
課
程
に
進
学

し
、
シ
カ
と

森
林
の
関
係

に
つ
い
て
研

究
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

写真：調査地の様子
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ス
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ル
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観
察
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兵
庫
県
北
部
の
但
馬
地
域
は
、
金
や
銀
、

銅
な
ど
の
金
属
鉱
床
が
存
在
し
、
豊
臣
政
権

や
徳
川
幕
府
か
ら
経
済
的
な
基
盤
と
し
て
重

視
さ
れ
た
地
域
で
し
た
。
本
研
究
は
、
金
鉱

山
（
金
山
）
で
用
い
ら
れ
た
「
鉱
山
臼
」
と

呼
ば
れ
る
石
製
品
の
編
年
な
ど
を
通
じ
、
鉱

業
史
の
解
明
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。

　

中
近
世
の
金
山
で
は
、
採
掘
し
た
鉱
石
を

細
か
く
砕
き
、
水
を
利
用
し
た
比
重
選
鉱
な

ど
を
経
て
金
を
取
り
出
し
ま
し
た
。
鉱
山
臼

は
、
鉱
石
を
微
粉
化
す
る
工
程
で
用
い
る
道

具
で
、
駆
動
方
法
を
改
良
し
な
が
ら
全
国
で

使
用
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
本
州
西
部
で
は

報
告
例
が
少
な
く
、
養
父
市
の
中
瀬
金
山
を

中
心
に
分
布
や
形
態
な
ど
の
調
査
を
行
い
ま

し
た
。

　

中
瀬
金
山
は
、
16
世
紀
後
半
か
ら
17
世
紀

初
期
に
多
量
の
産
金
が
あ
り
、
豊
臣
政
権
へ

の
運
上
額
は
1
5
9
8
（
慶
長
3
）
年
、
全

国
6
番
目
の
多
さ
で
し
た
。
城
下
町
と
同
様

の
「
金
山
町
」
が
整
備
さ
れ
、
鉱
山
臼
の
残

存
状
況
か
ら
、
金
山
町
で
金
の
製
錬
が
行
わ

れ
て
い
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

鉱
山
臼
は
、
主
に
金
山
町
南
側
の
八
木
川

で
採
石
可
能
な
安
山
岩
を
加
工
し
て
製
作
し

ま
し
た
。直
径
30
㌢
前
後
の
比
較
的
小
型
で
、

18
世
紀
初
頭
頃
ま
で
初
源
的
な
臼
を
使
用
し

て
い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
佐
渡
金
銀
山
な

ど
東
日
本
で
は
17
世
紀
初
期
以
降
、
改
良
タ

イ
プ
の
臼
が
使
わ
れ
ま
し
た
が
、
中
瀬
金
山

で
は
認
め
ら
れ
ず
、
東
西
で
地
域
差
が
存
在

す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

但
馬
地
域
で
は
、
中
瀬
金
山
の
ほ
か
、
生

野
銀
山（
朝
来
市
）や
奥
山
金
山
、段
金
山（
い

ず
れ
も
豊
岡
市
）
な
ど
に
も
存
在
し
ま
す
。

但
馬
地
域
で

の
活
発
な
産

金
活
動
を
裏

付
け
る
も
の

で
す
。

写真：鉱山臼
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兵
庫
県
北
部
に
お
け
る
中
近
世
金
鉱
業
の
技
術
的
展
開

　
　―

中
瀬
金
山
の
鉱
山
臼
を
中
心
に―
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４
月
1
日
付
で
人
文
社
会
科
学
領
域
（
ソ
シ

オ
研
究
部
）
の
教
員
と
し
て
着
任
い
た
し
ま
し

た
。
私
が
専
門
と
す
る
地
理
学
は
、
地
域
や
場

所
を
地
図
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
読

み
解
く
学
問
で
す
。
な
ぜ
こ
の
場
所
に
住
宅
地

が
で
き
る
の
か
？
な
ぜ
地
域
が
衰
退
し
て
し
ま

う
の
か
？
地
域
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
問
い
や

謎
に
つ
い
て
、
地
域
を
冒
険
し
読
み
解
く
こ
と

が
地
理
学
の
醍
醐
味
で
す
。
そ
し
て
、
地
域
の

本
質
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
よ
り
良
い
地
域
計

画
に
繋
る
の
で
す
。

　

前
職
で
は
、
地
理
学
の
視
点
か
ら
、
東
日
本

大
震
災
後
に
三
陸
沿
岸
の
地
域
社
会
が
ど
の
よ

う
に
復
興
を
成
し
遂
げ
る
の
か
、
と
い
う
問
い

を
た
て
て
研
究
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
特
に
注

目
し
た
の
が
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
概
念
で
す
。
こ

れ
は
地
域
社
会
が
災
害
な
ど
に
対
処
す
る
性
質

を
指
し
、
地
域
の
復
興
を
考
え
る
う
え
で
重
要

で
す
。
被
災
し
た
地
域
社
会
は
、
文
化

や
経
済
を
含
め
た
地
域
資
源
を
活
用
す

る
こ
と
で
復
興
し
、
ま
た
災
害
に
強
い

形
へ
と
転
換
し
て
い
き
ま
す
。
一
番
わ

か
り
や
す
い
事
例
は
防
災
集
団
移
転
で

す
。津
波
の
リ
ス
ク
を
減
ら
す
た
め
に
、

高
台
へ
集
団
で
移
転
す
る
こ
と
は
地
域

社
会
の
結
束
が
反
映
さ
れ
た
結
果
で
あ

り
、
そ
れ
は
ま
た
地
域
の
急
激
な
変
化

を
意
味
し
ま
す
。

　

自
然
災
害
に
限
ら
ず
、
地
域
に
関
す

る
興
味
深
い
謎
や
事
象
は
い
た
る
と
こ

ろ
に
あ
り
ま
す
。
今
ま
で
関
東
地
方
で

育
ち
、
東
北
地
方
を
調
査
し
て
い
た
私

に
と
っ
て
、
関
西
地
方
や
但
馬
地
域
は

初
め
て
関
わ
る
土
地
で
す
。
但
馬
地
域

で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、
そ
し
て
冒

険
を
通
し
て
新
し
い
謎
や
事
象
に
出
逢

い
、
地
域
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
を

楽
し
み
に

し
て
い
ま

す
。

　

獣
害
防
除
の
た
め
農
地
に
設
置
さ
れ
る
防

獣
ネ
ッ
ト
等
の
鳥
獣
対
策
資
材
（
以
下
、
資

材
）
に
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
絡
ま
る
事
故
が
近

年
多
発
し
て
い
る
も
の
の
、
事
故
の
背
景
は

全
く
不
明
で
し
た
。
本
研
究
で
は
コ
ウ
ノ
ト

リ
の
各
種
資
材
に
対
す
る
反
応
か
ら
事
故
の

背
景
を
解
明
し
、
軽
減
策
考
案
を
試
み
ま
し

た
。
ま
た
、
考
案
策
へ
の
農
家
の
意
見
を
電

話
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
得
る
こ
と
で
、
農
家

に
許
容
さ
れ
や
す
い
対
策
を
検
討
し
ま
し

た
。

　

調
査
で
は
巣
立
ち
直
後
の
0
歳
個
体
2
羽

が
採
餌
中
に
防
獣
ネ
ッ
ト
に
絡
ま
り
、
脱
出

す
る
様
子
が
観
察
さ
れ
ま
し
た
。
2
羽
と
も

防
獣
ネ
ッ
ト
を
視
認
で
き
て
い
る
と
思
わ
れ

る
の
に
も
関
わ
ら
ず
絡
ま
っ
て
い
た
こ
と

や
、
1
歳
以
上
の
個
体
は
防
獣
ネ
ッ
ト
に
一

度
も
触
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
0
歳
個
体

は
学
習
不
足
に
よ
り
絡
ま
る
場
合
が
あ
る
と

推
察
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
防
獣
ネ
ッ
ト

の
下
部
に
網
目
の
細
か
い
ネ
ッ
ト
を
重
ね
て

設
置
し
絡
み
に
く
く
す
る
、
ま
た
は
コ
ウ
ノ

ト
リ
が
忌
避
す
る
可
能
性
が
あ
る
吹
流
し

テ
ー
プ
を
防
獣
ネ
ッ
ト
に
装
着
し
防
獣
ネ
ッ

ト
へ
の
接
近
頻
度
を
減
ら
す
こ
と
で
事
故
を

軽
減
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し

た
。

　

農
家
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、

ネ
ッ
ト
を
重
ね
て
張
る
案
に
対
し
て
は
、
費

用
や
手
間
を
懸
念
す
る
意
見
が
多
く
、
実
現

は
困
難
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
吹
流
し
テ
ー
プ

を
設
置
す
る
対
策
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
意

見
が
上
が
っ
た
も
の
の
、
前
案
よ
り
許
容
で

き
る
と
い
う
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

防
獣
効
果
が
伴
え
ば
、
普
及
し
や
す
く
か
つ

持
続
的
で
あ
る
と
の
意
見
も
得
ら
れ
ま
し

た
。
今
後
は
考
案
策
の
効
果
測
定
を
行
い
、

「
コ
ウ
ノ
ト
リ
に
優
し
く
、
獣
害
に
も
強
い

対
策
」
を
確

立
す
る
こ
と

が
望
ま
れ
ま

す
。
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