
▲山からシカが下りてこないように張られたネット

そ
の
た
め
、
山
か
ら
シ
カ
が
下

り
て
こ
な
い
よ
う
に
ネ
ッ
ト
を
張

り
、
田
や
畑
を
イ
ノ
シ
シ
に
荒
ら

さ
れ
な
い
よ
う
に
、
電
気
柵
を
設

置
す
る
な
ど
の
防
除
施
設
に
よ
る

対
策
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

南
丹
市
で
も
、
野
生
鳥
獣
に
よ

る
農
林
業
被
害
の
防
止
を
図
る
た

め
、
防
除
施
設
の
設
置
に
対
し
て

一
定
の
交
付
基
準
を
設
け
て
補
助

金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

防
除
施
設
に
よ
る
被
害
対
策
の

ほ
か
に
も
、
生
活
の
中
で
で
き
る

対
策
が
あ
り
ま
す
。
残
飯
な
ど
の

生
ゴ
ミ
や
不
要
に
な
っ
た
農
作
物
、

果
実
な
ど
は
、
放
置
す
る
と
動
物

た
ち
が
そ
れ
を
食
料
と
し
て
食
害

里
山
を
中
心
に
生
息
し
、
鼻
の

力
が
強
く
、
高
く
ジ
ャ
ン
プ
し
た

り
、
狭
い
す
き
間
に
潜
り
込
ん
だ

り
し
ま
す
。
体
長
は
百
二
十
〜
百

五
十
詢
く
ら
い
、
体
重
七
十
〜
百

四
十
誅
く
ら
い
で
、
突
進
し
た
と

き
の
破
壊
力
は
す
さ
ま
じ
い
も
の

で
す
。
一
方
で
そ
の
体
格
の
割
に
、

狭
い
す
き
間
で
も
く
ぐ
り
抜
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
弾
丸

型
の
体
型
は
や
ぶ
山
の
移
動
に
適

し
て
い
ま
す
。

性
格
は
臆
病
で
、
主
に
人
の
い

な
い
夜
間
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

雑
食
性
で
、
地
面
を
掘
り
起
こ
し

て
は
地
中
に
あ
る
動
植
物
（
植
物

の
根
茎
や
タ
ケ
ノ
コ
、
ミ
ミ
ズ
な

ど
）、
ド
ン
グ
リ
な
ど
の
果
実
や
昆

虫
の
ほ
か
、
カ
エ
ル
や
ヘ
ビ
、
カ

ニ
な
ど
を
食
べ
ま
す
。
繁
殖
力
も

強
く
、
普
通
、
春
（
四
〜
六
月
）

に
一
度
、
一
回
に
四
〜
五
頭
ほ
ど

を
出
産
し
、
そ
の
う
ち
の
半
数
が

育
つ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

百
七
人
が
登
録
さ
れ
て
お
り
、
毎

年
十
一
月
十
五
日
か
ら
翌
年
二
月

十
五
日
ま
で
の
狩
猟
期
と
、
そ
れ

以
外
の
期
間
は
網
な
ど
に
よ
る
捕

獲
活
動
を
年
間
を
通
し
て
お
世
話

に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
近
年
は
猟
友
会
の
会

員
の
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
と
い

う
問
題
で
、
計
画
的
な
捕
獲
活
動

が
ま
ま
な
ら
な
い
の
が
現
状
で
す
。

南
丹
市
で
は
被
害
を
及
ぼ
す
恐
れ

の
あ
る
野
生
鳥
獣
の
捕
獲
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
す
る
狩
猟
免
許
の

資
格
取
得
に
対
し
て
補
助
を
行
う

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

ク
マ
（
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
）
に
よ

る
被
害
で
、
最
も
大
き
い
も
の
が

軈
ク
マ
は
ぎ
軋
に
よ
る
林
業
被
害

で
す
。
軈
ク
マ
は
ぎ
軋
と
は
、
ス

ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
長
い
年
月
を
か

け
て
育
て
て
き
た
樹
木
の
皮
を
ク

マ
が
は
が
す
こ
と
を
い
い
ま
す
。

こ
の
被
害
対
策
と
し
て
、
防
護

用
テ
ー
プ
を
張
る
な
ど
し
て
被
害

の
軽
減
を
図
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

軈
ク
マ
は
ぎ
軋
に
よ
る
被
害
の
ほ

か
に
、
民
家
周
辺
へ
出
没
す
る
被

害
も
あ
り
ま
す
。
山
か
ら
下
り
て

農
業
団
体
、
猟
友
会
な
ど
か
ら
二

十
一
人
の
委
員
で
構
成
し
て
い
ま

す
。
今
年
四
月
十
一
日
の
会
議
で

は
、
平
成
十
八
年
度
の
被
害
と
捕

獲
数
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
主
な

野
生
鳥
獣
捕
獲
数
は
シ
カ
が
千
百

十
一
頭
、
イ
ノ
シ
シ
が
百
四
十
六

頭
、
サ
ル
が
三
十
頭
で
し
た
。

ま
た
、
平
成
十
九
年
度
の
被
害

を
最
小
限
に
す
る
た
め
の
捕
獲
計

画
が
話
し
合
わ
れ
、
計
画
的
な
捕

獲
活
動
を
現
在
、
実
施
し
て
い
ま

す
。南

丹
市
の
猟
友
会
に
は
、
現
在

す
る
の
で
、
絶
対
に
放
置
し
な
い

で
く
だ
さ
い
。
特
に
こ
れ
か
ら
の

時
期
は
ク
マ
が
庭
の
柿
を
食
べ
に

来
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
不

要
な
柿
の
実
は
処
分
を
し
て
く
だ

さ
い
。

南
丹
市
で
は
市
内
の
野
生
鳥
獣

に
よ
る
農
林
水
産
物
な
ど
の
被
害

に
つ
い
て
対
策
を
し
て
い
く
た
め

「
南
丹
市
野
生
鳥
獣
被
害
対
策
運
営

協
議
会
」（
会
長
　
杉
森
寛
園
部
町

森
林
組
合
長
）
を
平
成
十
八
年
一

月
に
設
立
し
ま
し
た
。

協
議
会
は
市
内
の
森
林
組
合
、
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▲審議会では野生鳥獣被害の対策が検討されます

イノシシ

野
生
鳥
獣
の
捕
獲
に
つ
い
て

ク
マ
に
よ
る
被
害
を

出
さ
な
い
た
め
に

▲イノシシやシカを田畑に入れないようにする電気柵

南
丹
市
野
生
鳥
獣
被
害
対
策

運
営
協
議
会
の
活
動


