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二
〇
〇
八
年
の
地
域
連
携
協
議
会
（
於
神
戸
大
学
）
の
メ
イ
ン
報
告

に
お
い
て
、
岡
田
知
弘
氏
は
、
地
域
お
こ
し
に
は
「
若
者
・
馬
鹿
者
・

よ
そ
者
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
印
象
的
な
一
句
で
そ
の
報
告
を
ま
と

め
た
。
ど
ん
な
形
で
あ
れ
地
域
お
こ
し
に
関
わ
っ
た
者
な
ら
、「
な
る

ほ
ど
」
と
言
わ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
指
摘
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
な
か
で
、
と
く
に
私
が
関
心
を
持
っ
た
の
は
「
よ
そ
者
」
の
効

用
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
大
学
に
身
を
置
く
私
に
と
っ
て
、
地
域
連
携

セ
ン
タ
ー
の
活
動
自
体
、「
よ
そ
者
」
で
あ
る
自
分
が
地
域
に
入
っ
て

い
く
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
（
私
が
「
地
域
住
民
」
と
し
て
参
加

し
て
い
る
活
動
が
な
い
こ
と
は
た
い
へ
ん
問
題
で
あ
る
が
、
今
こ
こ
で
は
そ

の
こ
と
を
問
わ
な
い
）。
当
然
、
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
の
な
か
で
も
、「
よ

そ
者
」
が
地
域
に
入
る
意
味
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
議
論
に
な
る
。
例

え
ば
、「
よ
そ
者
」
に
は
地
域
の
「
し
が
ら
み
」
が
な
い
の
で
、
新
し

い
観
点
か
ら
活
動
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
地
域
の

歴
史
を
違
う
観
点
か
ら
見
直
し
た
り
、
参
考
と
な
る
他
の
地
域
で
の
試

み
を
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
話

題
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
様
々
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
経
験
的
に
感
じ
ら
れ
る

こ
と
で
あ
り
、
岡
田
氏
の
講
演
が
「
な
る
ほ
ど
」
と
思
え
る
の
も
、
こ

の
よ
う
な
経
験
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

＊

　

地
域
連
携
活
動
と
開
発
支
援
と
の
間
に
何
か
通
底
す
る
問
題
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
文
献
を
探
し
て
い
た
時
、
た
ま
た
ま
参
加
型

開
発
の
本
に
出
会
い
、
そ
こ
で
「
よ
そ
者
」
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
議

論
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。と
て
も
興
味
深
い
議
論
で
、

今
は
や
り
の
「
自
立
」
論
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
に
も
な
っ
て
い
る
。

地
域
歴
史
遺
産
保
全
活
用
基
礎
論
の
授
業
で
紹
介
し
た
と
こ
ろ
、
多
く

の
学
生
が
興
味
を
示
し
て
く
れ
た
。
若
い
彼
ら
の
問
題
意
識
と
も
響
き

合
う
議
論
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

参
加
型
開
発
に
つ
い
て
は
い
ろ
ん
な
本
が
出
て
い
る
が
、
私
が
強
い
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感
銘
を
受
け
た
の
は
、
中
村
尚
司
氏
の
「
当
事
者
性
の
追
求
と
参
加
型

開
発（

１
）」

と
い
う
文
章
だ
っ
た
。
副
題
に
は
「
ス
リ
ラ
ン
カ
に
み
る
大
学

の
社
会
貢
献
活
動
」
と
あ
り
、
最
初
は
大
学
の
地
域
連
携
活
動
の
参
考

に
な
る
の
で
は（

２
）、

と
い
う
ぐ
ら
い
の
気
持
ち
で
読
ん
だ
の
だ
が
、
も
っ

と
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
で
人
々
の
協
働
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
中
村

氏
の
文
章
に
は
独
特
の
深
み
が
あ
り
、
直
接
文
章
を
読
ん
で
も
ら
う
に

越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
で
の
自
分

の
活
動
経
験
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
参
加
型
開
発
論
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と

を
覚
え
書
き
と
し
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

＊

　

参
加
型
開
発
論
は
国
境
を
越
え
た
開
発
援
助
の
あ
り
方
を
考
え
る
議

論
と
い
え
る
が
、こ
こ
で
の
「
参
加
」
は
当
該
地
域
の
人
々
の
参
加
（
事

業
の
主
要
な
担
い
手
が
地
域
の
人
々
で
あ
る
こ
と
は
大
前
提
と
さ
れ
て
い

る
）
を
い
う
の
で
は
な
く
、
地
域
の
外
部
の
人
間
の
参
加
を
い
う
。
つ

ま
り
「
参
加
型
開
発
」
と
は
、
地
域
外
部
の
人
間
、
つ
ま
り
こ
こ
で
考

え
よ
う
と
し
て
い
る
「
よ
そ
者
」
が
参
加
す
る
開
発
の
こ
と
で
あ
る
。

以
下
、「
よ
そ
者
」
参
加
の
参
加
型
開
発
の
意
味
を
、「
よ
そ
者
」
を
受

け
入
れ
る
側
、「
よ
そ
者
」
と
し
て
参
加
す
る
側
と
い
う
、
対
に
な
る

二
つ
の
観
点
か
ら
中
村
氏
の
見
解
を
ま
と
め
、
地
域
連
携
活
動
の
あ
り

方
を
考
え
る
糸
口
に
し
た
い
と
思
う
。
但
し
、
こ
の
二
つ
の
観
点
は
あ

く
ま
で
便
宜
な
も
の
で
あ
る
。「
よ
そ
者
」
を
受
け
入
れ
る
側
も
「
よ

そ
者
」
と
し
て
他
の
地
域
に
入
る
こ
と
も
あ
り
、「
よ
そ
者
」
と
し
て

地
域
に
入
る
側
も
「
よ
そ
者
」
を
受
け
入
れ
る
立
場
に
立
ち
う
る
。
私

た
ち
は
い
ず
れ
の
当
事
者
で
も
あ
る
。

＊

　

ま
ず
、「
よ
そ
者
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
中
村
氏
は
「
自

立
」
と
い
う
問
題
か
ら
そ
の
意
味
に
迫
っ
て
い
く
。
い
わ
ゆ
る
新
自
由

主
義
の
台
頭
以
降
、
巷
に
は
「
自
己
責
任
」
や
「
自
立
」
と
い
う
言
葉

が
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
る
。
書
店
の
店
頭
に
積
ま
れ
た
自
己
啓
発
本
は

手
を
変
え
品
を
変
え
、
日
々
更
新
さ
れ
続
け
て
い
る
。「
自
立
」
は
自

分
の
意
志
で
実
現
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
他
者
か
ら
強
要
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
い
わ
れ
る
「
自
立
」
と
は
、
他
者
を
交

え
ず
、
何
事
も
自
分
の
責
任
に
お
い
て
行
う
こ
と
、
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
自
立
論
に
対
し
て
中
村
氏
は
、
全
く
違
う
自
立
論
を
提

起
す
る
。
新
生
児
は
一
人
で
生
き
ら
れ
な
い
し
、
高
齢
者
も
一
人
で
は

生
き
ら
れ
な
い
。
人
間
は
所
詮
不
完
全
な
存
在
で
あ
る
。
氏
は
先
天
性

脳
性
小
児
マ
ヒ
の
小
島
直
子
氏
の
著
書（

３
）か

ら
、
車
イ
ス
を
押
し
て
く
れ

る
人
が
増
え
れ
ば
ふ
え
る
ほ
ど
、
押
さ
れ
る
側
の
選
択
肢
が
増
え
る
の
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で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
小
島
氏
に
と
っ
て
孤
立
で
は
な
く
自
立
の
方
向

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
学
び
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
課
題
を
す
べ
て
自
分
で
処
理
す
る
の
で
は

な
く
、
多
く
の
人
間
、
施
設
、
制
度
な
ど
に
頼
る
。
頼
る
対
象
が

多
角
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
特
定
の
相
手
に
対
す
る
依
存
は
少
な

く
な
る
。
そ
の
分
だ
け
、特
定
の
支
配
従
属
関
係
は
少
な
く
な
り
、

対
等
で
多
様
な
相
互
依
存
関
係
の
可
能
性
が
拡
大
す
る
。
異
な
っ

た
立
場
の
人
々
と
交
流
す
る
可
能
性
も
、
そ
れ
に
応
じ
て
増
加
す

る
。
逆
説
的
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
依
存
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
自
立
す
る
の
で
あ
る
（
二
二
〇
頁
）。

　

つ
ま
り
、
依
存
と
自
立
は
背
反
す
る
関
係
に
は
な
い
。
依
存
す
る
こ

と
で
、
よ
う
や
く
人
は
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（

４
）。
個
人
の

自
立
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
の
自
立
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る

だ
ろ
う
。
地
域
の
外
に
多
く
の
依
存
関
係
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
は
、

地
域
の
自
立
に
必
要
で
あ
る
。「
よ
そ
者
」
が
地
域
に
関
わ
る
大
学
の

地
域
連
携
活
動
も
、地
域
自
立
の
た
め
の
依
存
関
係
の
一
つ
と
い
え
る
。

ま
た
、
同
時
に
私
た
ち
の
側
も
自
立
す
る
た
め
に
、
様
々
な
依
存
関
係

を
結
ん
で
い
る
こ
と
に
も
思
い
を
致
す
必
要
が
あ
る
。

＊

　

続
い
て
「
よ
そ
者
」
の
側
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
中
村
氏
の
議
論
で

は
「
当
事
者
性
」
と
い
う
考
え
方
が
「
自
立
」
と
な
ら
ん
で
重
要
な
意

味
を
持
っ
て
い
る
。
中
村
氏
は
い
う
。「
暮
ら
し
の
全
体
性
に
迫
り
た

い
と
考
え
、
対
象
地
域
の
人
々
と
付
き
合
い
始
め
る
と
、
客
観
的
な
観

察
が
困
難
に
な
る
」（
二
二
二
頁
）。
そ
こ
で
、
主
体
と
客
体
の
二
分
法

を
越
え
た
よ
り
実
践
的
な
研
究
や
活
動
の
方
法
が
必
要
と
な
っ
て
く

る
、
と
。
中
村
氏
は
そ
れ
を
「
主
体
と
対
象
を
組
み
合
わ
せ
た
、
方
法

上
の
参
加
主
義
、あ
る
い
は
当
事
者
性
の
科
学
」（
二
二
三
頁
）
と
呼
ぶ
。

あ
る
い
は
「
研
究
対
象
と
研
究
す
る
当
事
者
と
が
、
明
瞭
に
分
か
れ
な

い
。
私
が
何
者
で
あ
る
か
、
つ
ね
に
問
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
の
生
き
方
、
私
の
社
会
的
な
活
動
そ
の
も
の
を
私
が
研
究
す
る
場
で

も
あ
る
」（
二
二
六
頁
）
と
述
べ
る
。

　

こ
れ
は
地
域
連
携
活
動
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
ま

ず
は
「
専
門
的
知
識
・
技
術
」
を
持
つ
者
と
し
て
地
域
に
入
る
。
し
か

し
、
い
つ
ま
で
も
地
域
を
対
象
と
し
て
だ
け
扱
っ
て
い
た
の
で
は
、
問

題
の
本
質
に
迫
れ
な
い
。そ
こ
で
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
が
、「
よ
そ
者
」

が
「
当
事
者
性
」
を
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
、
問
題
の
「
当
事
者
」
と

し
て
地
域
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊
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し
か
し
、
当
事
者
と
い
っ
て
も
そ
の
問
題
の
す
べ
て
引
き
受
け
る
と

い
う
意
味
で
は
な
い
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
地
域
は
外
部
と
様
々
な
依

存
関
係
を
結
ぶ
こ
と
で
よ
り
自
立
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
当
事
者

性
」
を
自
覚
す
る
と
は
、
自
分
が
様
々
な
関
係
の
中
の
一
人
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
諸
関
係
の
中
で
活
動
す
る
一
人
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る

こ
と
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
中
村
氏
の
い
う
「
主
体
と
対
象
を
組
み
合
わ

せ
た
、
方
法
上
の
参
加
主
義
」
と
は
、
よ
り
地
域
連
携
活
動
に
即
し
て

い
う
な
ら
、
地
域
の
歴
史
遺
産
が
ど
う
い
う
諸
関
係
の
中
に
置
か
れ
て

い
る
か
を
可
視
化
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
中
で
自
分
の
役
割
に
つ
い

て
考
え
る
こ
と
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。「
当
事
者
性
」
は
本
人
の
自

覚
や
心
構
え
と
い
っ
た
心
構
え
の
次
元
の
問
題
で
は
な
く
、
自
分
の
位

置
を
諸
関
係
の
中
に
見
出
す
と
い
う
営
み
と
不
可
分
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
こ
に
、
自
分
を
含
む
人
々
の
「
自
立
」
を
実
現
す
る
活
動
（
多
様
な

依
存
関
係
の
展
開
）
と
「
当
事
者
性
」
の
問
題
（
そ
の
よ
う
な
関
係
の
中

に
い
る
私
と
い
う
認
識
）
の
接
点
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

＊

　

中
村
氏
の
文
章
か
ら
は
、
研
究
や
開
発
が
「
当
事
者
性
」
を
失
っ
た

こ
と
に
対
す
る
強
い
危
機
感
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
氏
は
明
確
に
は

述
べ
て
い
な
い
が
、
新
自
由
主
義
的
な
自
立
論
の
蔓
延
と
当
事
者
性
の

喪
失
と
の
間
に
は
、
関
連
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
、
参
加
型
開
発
は
「
自
立
」
と
依
存
の

関
係
の
と
ら
え
直
し
、「
よ
そ
者
」
の
「
当
事
者
性
」
の
目
覚
め
を
促

す
活
動
を
目
指
そ
う
と
し
て
い
る
。
改
め
て
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な

課
題
は
大
学
の
地
域
連
携
活
動
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
研
究
室
か
ら
一
歩
出
て
、
お
互
い
の
「
自
立
」
を
促
す
関

係
に
思
い
を
致
し
、
自
分
自
身
も
新
し
い
依
存
の
関
係
を
構
築
し
て
い

く
。
そ
し
て
そ
の
中
で
当
事
者
と
し
て
の
自
分
を
見
つ
め
直
す
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
地
域
連
携
事
業
を
大
学
教
育
に
導
入
す
る
意
図
も

こ
こ
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
中
村
氏
が
提
示
し
た
「
自
立
」
と
「
当

事
者
性
」
と
い
う
考
え
方
は
、
地
域
連
携
の
意
義
を
わ
か
り
や
す
く
解

き
ほ
ぐ
し
て
く
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

註（
１
）　

中
村
尚
司
「
当
事
者
性
の
探
求
と
参
加
型
開
発

―
ス
リ
ラ
ン
カ
に
み
る

大
学
の
社
会
貢
献
活
動

―
」（
斉
藤
文
彦
編
『
参
加
型
開
発

―
貧
し
い

人
々
が
主
役
と
な
る
開
発
に
向
け
て

―
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
二
年
）。

な
お
、
参
加
型
開
発
の
概
要
に
つ
い
て
は
同
書
所
収
の
斉
藤
文
彦
「
開
発

と
参
加

―
開
発
観
の
変
遷
と
「
参
加
」
の
登
場
」「
参
加
型
開
発
の
展
開

―
今
日
的
意
味
合
い
の
考
察

―
」
参
照
。
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（
２
）　

本
論
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
中
村
氏
は
論
考
の
中
で
ス
リ
ラ
ン
カ

の
コ
ロ
ン
ボ
大
学
で
高
等
教
育
を
受
け
た
若
者
の
就
職
難
対
策
の
一
つ
と
し

て
、
彼
ら
を
農
村
と
自
治
体
と
大
学
を
結
ぶ
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
採

用
し
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
点
も
大
変
興
味
深
か
っ
た
。
周
知
の

通
り
、日
本
で
も
大
学
院
生
が
自
分
の
能
力
を
活
か
せ
る
職
に
就
く
こ
と
は
、

益
々
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
就
職
難
の
問
題
は
、大
学
院
生
の
救
済
、

あ
る
い
は
学
術
の
振
興
と
い
う
観
点
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。し
か
し
、

中
村
氏
の
紹
介
を
読
ん
で
い
る
と
、
大
学
院
生
の
教
育
に
は
当
然
税
金
も
投

入
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
彼
ら
の
能
力
が
社
会
の
た
め
に
活
用
さ
れ
な
い
の

は
、
損
失
と
い
う
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
く
る
。
高
等

教
育
の
成
果
と
し
て
の
人
材
を
ど
う
活
用
す
る
か
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら
オ

ー
バ
ー
ド
ク
タ
ー
問
題
を
と
ら
え
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
３
）　

小
島
直
子
『
口
か
ら
う
ん
ち
が
出
る
よ
う
に
手
術
し
て
下
さ
い
』（
コ
モ
ン

ズ
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
４
）　

こ
の
よ
う
な
「
自
立
」
の
と
ら
え
方
は
、
内
田
樹
氏
の
指
摘
と
も
通
底
す

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
内
田
氏
は
、
リ
ス
ク
社
会
（
＝
社
会
の
不
確
実
性
が
増

し
、
個
人
に
と
っ
て
は
将
来
の
生
活
予
測
可
能
性
が
低
い
社
会
）
を
ど
う
生

き
る
か
を
論
じ
る
中
で
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

リ
ス
ク
社
会
を
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
生
き
残
る
こ
と
を

集
団
目
標
に
掲
げ
る
、
相
互
扶
助
的
な
集
団
に
属
す
る
人
々
」
だ
け
で

す
。
で
す
か
ら
、「
リ
ス
ク
社
会
を
生
き
る
」
と
い
う
の
は
、
巷
間
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
自
己
決
定
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
一
人

で
責
任
を
と
る
」
と
い
う
こ
と
を
原
理
と
し
て
生
き
る
こ
と
で
は
ま
っ

た
く
な
い
の
で
す
。「
自
己
決
定
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
一
人
で

責
任
を
取
る
」
と
い
う
の
は
リ
ス
ク
社
会
が
弱
者
に
強
要
す
る
生
き
方

（
と
い
う
よ
り
は
死
に
方
）
な
の
で
す
（『
下
流
志
向

―
学
ば
な
い
子

ど
も
た
ち
・
働
か
な
い
若
者
た
ち
』
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
の
う
ち
、

一
〇
二
頁
）。

　

こ
こ
で
い
う
「
相
互
扶
助
的
な
集
団
」
は
、
中
村
氏
の
い
う
「
依
存
」
す

る
関
係
と
同
義
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。




