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没
し
、
農
作
物
を
食
い
荒
ら
し
た
り
し
ま

す
。そ

う
し
た
シ
カ
を
捕
獲
す
る
と
、
今
度

は
人
間
の
都
合
で
シ
カ
を
殺
す
の
か
と
い

う
議
論
に
な
り
ま
す
が
、
徳
島
県
で
は
、

年
間
約
一
万
六
千
頭
の
シ
カ
が
捕
獲
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
を
し
な
い
で
い
る
と
、

ま
す
ま
す
森
林
が
劣
化
し
、
人
間
の
み
な

ら
ず
、
動
植
物
全
体
が
暮
ら
し
て
い
け
な

く
な
り
ま
す
。

か
つ
て
シ
カ
は
山
で
暮
ら
し
、
人
間
が

生
活
す
る
エ
リ
ア
に
は
入
っ
て
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
里
山
を
再
生
す
る
こ
と
で
、
シ

カ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
野
生
動
物
が
本
来
、

自
由
に
暮
ら
せ
る
空
間
が
確
保
さ
れ
れ
ば

獣
害
の
被
害
も
減
る
の
で
す
が
、
実
態
は

よ
い
方
向
へ
は
向
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

外
来
種
の
問
題
も
か
な
り
深
刻
で
す
。

ア
ラ
イ
グ
マ
な
ど
は
数
を
増
や
し
て
い
て
、

里
山
の
生
態
系
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
ま

た
、
住
居
に
も
侵
入
し
て
被
害
を
も
た
ら

つ
か
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
ま
す
。

里
山
に
は
里
山
特
有
の
生
き
も
の
が
生

息
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に

置
か
れ
て
い
る
里
山
か
ら
は
、
生
物
多
様

性
が
失
わ
れ
ま
す
。
薮
に
覆
わ
れ
た
か
つ

て
の
林
は
人
目
が
届
か
ず
、
人
へ
の
警
戒

心
を
持
た
な
く
な
っ
た
シ
カ
や
イ

ノ
シ
シ
が
著
し
く
増
え
て
、
生
息

数
が
高
止
ま
り
し
て
い
る
状
況
で

す
。
特
に
シ
カ
は
下
草
を
全
部
食

べ
て
し
ま
う
の
で
、
シ
カ
の
エ
サ

と
な
る
植
物
が
絶
滅
の
危
機
に
さ

ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

シ
カ
の
適
正
密
度
は
一
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
四
〜
五
頭
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
徳
島
県
の

場
合
は
今
、
四
十
頭
く
ら
い
生
息

し
て
い
ま
す
。
約
十
倍
で
、
超
過

密
状
態
で
す
。
森
の
木
の
幹
を
か

じ
っ
て
枯
ら
せ
て
し
ま
っ
た
り
、

食
べ
物
を
求
め
て
あ
ち
こ
ち
に
出

も
里
山
は
ど
ん
ど
ん
荒
れ
て
い
く
。
こ
れ

が
全
国
的
な
里
山
の
現
状
で
す
ね
。

│
│
昨
今
の
空
き
家
問
題
の
よ
う
な
状
況

で
す
か
？

ま
さ
に
そ
の
通
り
で
す
。
管
理
し
き
れ

な
い
ど
こ
ろ
か
、
里
山
の
所
有
者
さ
え
見

者
が
管
理
し
て
き
た
エ
リ
ア
で
す
。
そ
の

た
め
、
行
政
な
ど
が
「
使
わ
れ
て
い
な
い

か
ら
」
と
勝
手
に
売
っ
た
り
貸
し
た
り
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
た

と
え
ば
、
都
会
に
暮
ら
す
人
た
ち
が
、
自

然
豊
か
な
里
山
の
暮
ら
し
に
あ
こ
が
れ
て

移
住
し
た
い
と
い
う
希
望
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
に
応
え
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
マ
ッ
チ
ン
グ
が
う
ま
く
い
っ
て
い

な
い
の
で
す
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
間
に

ら
し
は
石
油
や
天
然
ガ
ス
の
よ
う
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
り
、
木
材

な
ど
、
そ
れ
ま
で
利
用
し
て
き
た
里
山
の

資
源
は
活
用
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
や
が
て
里
山
は
藪
に
覆
わ
れ
、

林
か
ら
森
へ
と
姿
を
変
え
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
恵
み
を
享
受
し
て
き
た
は
ず
の
所

有
者
は
、
高
齢
化
し
て
い
た
り
、
他
の
町

に
移
り
住
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

里
山
は
多
く
が
私
有
地
で
、
土
地
の
所
有

里
山
は
資
源
の
宝
庫
だ
っ
た

│
│
里
山
の
現
状
は
、
い
ま
ど
う
な
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。

里
山
は
日
々
の
燃
料
と
し
て
の
薪
や
炭
、

農
業
肥
料
と
し
て
の
落
葉
や
茅
な
ど
の
採

取
地
と
し
て
、
人
の
暮
ら
し
を
維
持
す
る

た
め
に
使
わ
れ
て
き
た
山
を
指
し
ま
す
。

高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
私
た
ち
の
暮
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古
来
、 里
山
は
人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
て
き
た
重
要
な
資
源
だ
っ
た
。

だ
が
高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
、 そ
の
資
源
は
不
要
に
な
っ
て
い
っ
た
。

里
山
が
荒
れ
て
い
る
実
態
は
何
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
。

里
山
と
の
関
係
を
ど
う
築
く
か
。 鎌
田
磨
人
さ
ん
に
聞
い
た
。

荒
廃
進
む
里
山
の
資
源
を
見
直
し
て
み
る

里
山
は
こ
れ
か
ら
の
社
会
の
試
金
石

かつては日本各地で見られた里山の風景


