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野
生
動
物
と
暮
ら
す
最
前
線

野
生
動
物
と
の
共
生
と
い
え
ば
聞
こ
え
が
い
い
が
、

人
と
野
生
動
物
が
接
す
る
現
場
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
せ
め
ぎ
あ
い
が
続
い
て
い
る
。

農
山
村
や
都
市
に
お
い
て
人
と
自
治
体
は
ど
の
よ
う
に
野
生
動
物
と
向
き
合
っ
て
い
く
の
か
。

な
ぜ
大
都
会
で
野
生
動
物
と
の
遭
遇
が
増
え
て

い
る
の
か
。
そ
の
生
態
か
ら
都
市
部
で
増
加
し

て
き
た
動
物
た
ち
と
ど
の
よ
う
に
付
き
合
っ
て

い
け
ば
い
い
の
か
。
　
　
　
　︵
本
誌
四
六
頁
︶

都
市
部
に
出
没
す
る
ハ
ク
ビ
シ
ン

シ
カ
な
ど
の
一
部
の
野
生
動
物
が
増

え
て
い
る
。
し
か
し
、
増
加
す
る
動

物
の
生
物
学
的
特
徴
が
変
化
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
大
き
く
変
化
し
て
い

る
の
は
野
生
動
物
を
取
り
巻
く
環
境

で
あ
る
。
　
　
　
　︵
本
誌
一
六
頁
︶

野
生
動
物
に
よ
る

農
業
被
害
拡
大
の

背
景
に
あ
る
も
の

自
然
の
豊
か
さ
に
ひ
か
れ
て
郡
上
市
に
移
住
し
た
青
年
。

冬
の
仕
事
づ
く
り
と
し
て
仲
間
と
取
り
組
ん
だ
狩
猟
が
、

地
域
を
飛
び
出
し
全
国
の
人
と
つ
な
が
っ
て
大
き
な
う

ね
り
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
　
　
　︵
本
誌
四
〇
頁
︶

岐
阜
県
郡
上
市
◉

ジ
ビ
エ
活
用
と

狩
猟
の
魅
力
で
地
域
活
性
化

専
門
の
人
材
を
確
保
し
野
生
動
物
の
捕
獲

数
を
増
や
し
て
も
、
同
時
に
鳥
獣
対
策
費

用
も
増
え
て
し
ま
う
。
鳥
獣
対
策
の
体
制

を
拡
充
し
て
成
果
を
あ
げ
つ
つ
、
そ
の
費

用
も
ま
か
な
う
方
策
と
は
。︵
本
誌
三
三
頁
︶

長
野
県
小
諸
市
◉

野
生
鳥
獣
対
策
を

永
続
的
に
行
う
た
め
に

人
手
不
足
で
柵
な
ど
の
物
資
の
補
給

を
切
れ
目
な
く
行
う
こ
と
が
精
い
っ

ぱ
い
と
い
う
自
治
体
も
少
な
く
な
い
。

し
か
し
、
自
治
体
に
求
め
ら
れ
る
の

は
、
五
～
一
〇
年
を
見
据
え
た
獣
害

対
策
で
あ
る
。
　
　︵
本
誌
二
五
頁
︶

鳥
獣
か
ら

田
畑
を
守
る
た
め
の

自
治
体
の
役
割
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