
千
万
円
に
も
な
り
、
図
①
に
示
す

よ
う
に
、
主
に
シ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
、

ク
マ
、
サ
ル
に
よ
る
被
害
が
そ
の

多
く
を
占
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、

南
丹
市
は
六
百
十
六
・
三
一
平
方
誅

の
う
ち
約
八
十
八
謾
が
森
林
と
い
う

環
境
で
あ
り
、
と
り
わ
け
広
域
で
被

害
が
起
き
て
い
ま
す
。

豊
か
な
自
然
環
境
を
誇
る
南
丹

市
で
、
そ
の
自
然
の
恵
み
を
受
け

な
が
ら
生
活
し
て
い
る
、
私
た
ち

人
間
と
地
域
の
農
林
産
業
を
守
る

た
め
に
、
南
丹
市
で
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
対
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。

昔
の
農
山
村
で
は
、
薪ま

き

を
家
事

の
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
た
め
、

毎
日
の
よ
う
に
人
が
山
に
入
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
山
に
す

む
動
物
た
ち
も
、
人
が
立
ち
入
ら

な
い
よ
う
な
山
奥
に
す
み
、
人
里

へ
下
り
て
く
る
こ
と
が
な
い
共
存

の
社
会
が
で
き
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
現
代
は
人
が
山
に
入
ら
な

く
な
り
、
動
物
た
ち
が
里
に
下
り

や
す
く
な
っ
た
た
め
、
昔
の
よ
う

な
生
活
圏
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た

こ
と
が
被
害
発
生
の
要
因
の
一
つ

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

南
丹
市
で
は
野
生
鳥
獣
に
よ
る

農
林
産
物
へ
の
被
害
が
多
く
、
特

に
水
稲
や
麦
類
、
野
菜
、
果
物
類
、

豆
類
な
ど
へ
の
被
害
が
大
き
な
問

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
南
丹
市
に
生
息
す
る
農

林
産
物
に
被
害
を
及
ぼ
す
主
な
野

生
鳥
獣
と
し
て
、
シ
カ
、
イ
ノ
シ

シ
、
サ
ル
、
タ
ヌ
キ
、
ア
ナ
グ
マ
、

ア
ラ
イ
グ
マ
、
ヌ
ー
ト
リ
ア
、
ク

マ
、
ウ
サ
ギ
、
カ
ラ
ス
、
ハ
ト
な

ど
が
い
ま
す
。

平
成
十
八
年
度
の
こ
れ
ら
野
生

鳥
獣
に
よ
る
農
林
産
物
へ
の
被
害

額
は
、
南
丹
市
だ
け
で
約
一
億
四
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野
生
鳥
獣
被
害
の
現
状

野
生
鳥
獣
へ
の
被
害
対
策

農
林
産
物
に

被
害
を
及
ぼ
す

主
な
野
生
鳥
獣
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繁
殖
期
を
除
き
通
常
は
雄
の
群

れ
と
雌
の
群
れ
と
に
分
れ
て
い
ま

す
。
交
尾
期
の
秋
に
、
雄
は
山
に

響
き
渡
る
特
有
の
鳴
き
声
を
発
し

ま
す
。
雌
は
普
通
、
生
後
一
年
半

で
性
的
に
成
熟
し
、
約
二
百
二
十

日
の
妊
娠
期
間
を
経
て
五
〜
七
月

頃
に
出
産
し
ま
す
。
雄
の
小
ジ
カ

は
母
親
と
と
も
に
一
〜
二
歳
ま
で

と
も
に
行
動
し
、
そ
の
後
は
ほ
か

の
雄
と
群
れ
を
作
り
ま
す
。

野
生
の
シ
カ
は
主
に
イ
ネ
科
の

草
や
木
の
葉
、
ド
ン
グ
リ
、
サ
サ

な
ど
を
食
べ
て
い
ま
す
が
、
有
毒

な
シ
キ
ミ
や
ア
セ
ビ
な
ど
一
部
を

除
き
ほ
と
ん
ど
の
植
物
を
食
べ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
シ
カ
は
一
度

飲
み
込
ん
だ
食
物
を
胃
か
ら
再
び

口
中
に
戻
し
て
か
む
反
芻
動
物
で
、

二
〜
四
時
間
ご
と
に
食
べ
て
は
休

ん
で
反
芻
す
る
と
い
う
こ
と
を
繰

り
返
し
、
昼
夜
を
問
わ
ず
活
動
を

し
て
い
ま
す
。

食
害
以
外
に
も
、
角
を
樹
木
に

擦
り
つ
け
て
皮
を
は
ぐ
被
害
も
あ

り
、
農
林
作
物
に
シ
カ
を
近
づ
け

な
い
対
策
が
必
要
で
す
。

は
ん
す
う

ニホンジカ


