
保

護

と

駆

除

の

狭

間

上

野

攻

一
、
人
と
野
生
鳥
獣
の
か
か
わ
り
方

野
生
鳥
獣
の
保
護
と
、
そ
の
被
害
対
策

と
し

て

の
駆
除

の
調
整
は
鳥
獣
保
護
行
政
に
と

っ
て
今
後

ま
す
ま
す
重
要
な
問
題
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、

こ
の
極

め
て
難
し

い
問
題
を
考
え
る
に
際
し

て
、
ま
ず
人
間

と
野
生
鳥
獣

の
関
係
が
ど
の
よ
う

に
変
化
し
て
き

た
か
を
探

っ
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
。ω

弥
生
時
代

狩
猟

、
魚
携
を
生
活
の
糧

と
し
た
縄
文
時
代
に

お

い
て
、
資
源
と
し
て
の
関
係
し
か
持
た
な
か

っ

た
野
生
鳥
獣
は
弥
生
時
代
に
人
が
農
耕
を
生
活

の

基
盤
と
す

る
よ
う

に
な

っ
て
か
ら
は
農
耕

に
有
益

な
面
も
あ

る
が
、
包
括
的

に
は
生
産
を
妨
害
す

る

環
境

抵
抗

と
な

っ
た
。

そ
し

て
、
遠
く
弥
生
時

代

に
端
を

発
し
た
野
生
鳥
獣

の
被
害
は
現
代
に
向

っ

て
、
農
業

だ
け

で
な
く
林
業
や
水
産
業
に
関
し
て

も
産
業

の
高
度
化
、
集
約
化

の
進
展

に
伴

っ
て
ま

す
ま
す
重
要
な
問
題
と
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

②

古
代

～
中
世

こ
の
時
代

の
人
と
野
生
鳥
獣

の
関
係
は
弥
生
時

代
と
基
本
的

に
同
じ
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

万
葉
集
に

「
引
板
」

(鳴

子
)
が
登
場
し
て

い
る

よ
う
に
鳥
獣

の
生
態
を
踏
ま
え
た
生
産
性
向
上
の

た
め

の
被
害
防
止

の
努
力

が
積
み
重
ね
ら
れ
、
環

境
抵
抗
と
し

て
の
か
か
わ
り
が
、
よ
り
鮮
明
に
な

っ
た
時
代

と
言
え
よ
う
。
し

か
し
、
こ
の
時
代
に

は
社
会
構
造

の
発
達
、
階
層
化
が
進
む
に
つ
れ
、

人
と
野
生
鳥
獣

と
の
関
係
は
必
然
的
に
複
雑
化
に

向

い
、
ま
ず
支
配
的
階
層

に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で

に
な
か

っ
た

二

つ
の
野
生
鳥
獣
と

の
か
か
わ
り
方

が
生
じ

て
い
る
。

一
つ
は
愛
玩
対
象
と
し
て
の
か

か
わ
り
で
あ
る
。
人

の
生
産
活
動
や
生
活

に
対
す

る
有
益
性
か
ら
、
犬
を
飼
う

と
い
う
よ
う
な

こ
と

は
、
か
な
り
古
く
か
ら

一
般
的

で
あ

っ
た
と
さ
れ

て
い
る
が
、
「古
事
記
」
や

「
日
本
書
紀
」
、
更
に

=
二
世
紀
～

一
五
世
紀
の
京
都

の
貴
族

の
日
記
等

に
小
鳥
等

の
飼
養
を
示
す
記
事

が
認
め
ら
れ
る
な

ど
、
純
粋
に
愛
玩

の
対
象

と
な

っ
て

い
る
。
ま
た
、

文
明
十
三
年

(
一
四
八

一
年

)
に
室
町
幕
府
が
諸

将
に
対
し
、
鶯

の
飼
養

を
禁
ず
る
令
を
出
し
て

い

る
こ
と
を
見
て
も

一
部

の
特
権
階
級
の
間

で
は
小

鳥
等

の
愛
玩
飼
養
が
ご
く
普
通

に
行

わ
れ
て

い
た

も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う

一
つ
は
娯
楽

と
し
て

の
狩
猟

の
対
象

と
し

て
の
か
か
わ
り
で
あ

る
。
仁
徳

天
皇

の
時
代
に
百

済

か
ら
鷹
術
が
伝
来
し
た
と

い
う

日
本
書

紀
の
記

述

が
、
わ
が
国
で
最
も
古

い
鷹
狩
の
存
在
を
示
す

も

の
と
さ
れ
て

い
る
が
、
そ

の
後
、
奈
良
時
代

～

平
安
時
代
に
か
け
て
は
仏
教
思
想

の
殺
生

の
戒

に

基
づ
く
鷹
飼
養

の
禁
止
令
等
が
発
せ
ら
れ
た
時
も

あ

っ
た
が
天
皇
家
を
頂
点
と
す

る

一
部

の
特
権
階

級
の
間

に
鷹
狩
り
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
す

記
録

が
多

い
。
特
に
嵯
峨
天
皇

(八
〇
九
年
～
八

二
三
年
在
位

)
は
日
本
最
古

の
鷹

の
本
と

い
わ
れ

る
「新
修
鷹
経
」
を
勅
撰
さ
せ
た
と
さ
れ
て

い
る
。

ま
た
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
も
、
武
士

に
対
す

る

鷹
狩
禁
令
を
数
多
く
出
し
た
こ
と
が

「
吾
妻
鏡
」

等

の
記
録

に
あ
る
こ
と
な
ど
を
見
て
も
、

一
般
庶

民

の
間

で
広
く
行
わ
れ
て

い
た
か
は
不
明

で
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
武
士
や
貴
族
の
間

で
は
鷹
狩
り

が

一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

も
ち
ろ

ん
、
鷹
狩
り
に
は
権
威
の
誇
示
等

の
政
治
的
な
意

味
が
か
な
り
あ

っ
た
と
想
像
で
き
る
が
、
鷹
を
飼

う
楽
し
み
と
も
重
な

っ
た
娯
楽
狩
猟
と
言
う

こ
と

が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

㈹

江
戸
時
代

江
戸
時
代
の

一
般
庶
民
と
野
生
鳥
獣
の
か
か
わ

り
方
は
様

々
な
記
録
、
書
物
等

の
文
献
に
記
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
時
代
は
こ
の
問
題
を
考
え
る
う

え
で
非
常
に
興
味
深

い
時
代
と
思
わ
れ
る
の
で
当

時

の
様
子
を
少
し
詳
し
く
見
て
み
た

い
。
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近世農書にみえる野鳥獣害表1

書 名 成立期 成立地 スズメ カラス キ ジ ハ ト ガ ン カ モ 諸 鳥 イノシシ シ カ サ ル ウサギ キツネ ネズミ モグラ

清 良 記 17c初 伊 予 作荒し 作荒し

百姓伝 記
カ

17c末
力

三河力 麦タネ 麦タネ 麦 タネ 稲
麦タネ

稲、

麦タネ
稲 麦 稲 稲 麦 堤に穴 堤に穴

会津歌農書 1704 会 津 諸作の実 瓜、麦、
豆等

稲 、豆 、

ソバ
豆 麦の葉

喰う
田畑作 豆、

稲等

瓜、
短

稲、畑作、

畔に穴

作の根
喰う

耕稼春秋 1707 加 賀 ソバ種
山 中
穀 物

畔 損

農事遺書 1709 加 賀 粟 苗代ぬく
肥料(鰯)

喰う

豊年瑞相談 18c半 出 羽 稲 田 田

私家農業談 1788 越 中 麻タネ 刈 田 田植後の
苗

苗代豆、

山田、肥
田 田 畔 穴 畔 穴

開荒須知 1795 上 野 年中五穀 麦苗、
五穀

五 穀

農家捷径抄 1808 下 野 作 毛 麦 作 作 毛 作 毛 作 毛

砂畠菜伝記 1831 筑 前 芋苗、
瓜他

農業蒙訓 1840 若 狭 田 田 田
苗代、

秋田
(防除法) (とり方)

村松家訓 1841 能 登 稗 大 豆
タ ネ

ソバタネ

大豆タネ 大豆苗 大豆苗 大豆苗

軽邑耕作紗 1847 陸 中 (防除法) (防除法)
肥えを
喰う

穴をあ
ける

自家農事日記 1849 出 雲 肥えを
喰う

ユ リ、ツ
稲 田

農 具 揃 1865 飛 騨 大 豆 クイモ、

エンドウ

塚本 学著 「生類をめ ぐる政治」 より

"
被
害
の
状
況

"

表
1
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
野
生
鳥
獣
に
よ
る

農
作
物
被
害

の

一
覧
表
で
あ
る
。

ま
た
、
寛
文
十

年

(
一
六
七
〇
年

)
に
書

か
れ
た

「
浮
世
物
語
」

の
中
に
は

「
稲
の
穂
が
出
揃
う
頃
、
北
風

に
さ
そ

わ
れ
て
雁
、
鴨

が
南
に
来

て
、
田

の
稲
を
食
う

こ

と
彩
し

い
。

百
姓

ど
も
は
迷
惑
が

っ
て
追

い
立
て

よ
う
と
す
る
と
、
御
鷹
狩
の
た
め
と

い
う

こ
と
で

所

々
に
置
か
れ
た
鳥
見
と

い
う
役
人
が
、
こ
れ
を

取
締

っ
て
罰
金
を
取
る
。
追

い
払
う

こ
と
も
な
ら

ず
、
一
夜

に
し
て
稲
を
食

い
つ
く
さ
れ
て
し
ま
う
一

と
い
う
よ
う

な
こ
と
が
書

か
れ

て
い
る
。
信
州
佐

ク

久
郡
馬
寄
村

で
は
雁
に
よ
る
食
害
の
た
め
、
年
貢

の
減
免

の
記
録

が
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま

た
、
獣

類
に
よ

る
被
害

が
激
し

い
こ
と
を
訴
え
る
記
録
も

あ
り
、

「
猪
鹿

荒
れ
」
と

い
う
言
葉
が
示
す
よ
う

に
農
民

に
と

っ
て
は
言
う
ま

で
も
な
く
、
領
主
に

と

っ
て
も
鳥
獣

の
被
害
は
重
要
な
問
題
で
あ

っ
た

と
思

わ
れ
る
。

"
被
害
防

止
対
策
"

江
戸
時
代

の
鳥
獣
被
害
の
防
止
対
策
と
し

て
は

ま
ず

、
古
く

か
ら
採
用
さ
れ
て
き
た
、
か
か
し
、

鳴
子

(引
板

)
の
ほ
か
に
猪
や
鹿

の
害
を
防
止
す

る
た
め
の
堀
、
土
手
及
び
棚

(
猪
垣
等
と
言
わ
れ

る
)
等

が

一
般

的
で
あ
る
。
特

に
猪
垣
は
個
人
個

人

の
小
面
積

の
田
畑
を
囲
う
よ
り
、
共
同
作
業

に

よ
り
広
範
囲
に
構
築
す
る
方
が
有
利

で
あ

っ
た
こ

と
か
ら
、
各

地
に
延
長
数
キ

ロ
～
数
十
キ

ロ
に
及

ぶ
大
規
模
な
も
の
が
作
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ

れ
ら

の
被
害
防
止
策

の
ほ
か
に
鳥
獣
の
生
態
を
踏

ま
え

た
様

々
な
工
夫
を
盛
込
ん
だ
農
業
指
導
書
的

な
書
物
が
書

か
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
時
代

の
被
害
防
止
対
策

と
し
て
最
も
特
徴
的
な

も
の
は
な
ん
と

い
っ
て
も
鉄
砲
で
あ
る
。

一
六
世

紀
の
半
ば
に
日
本

に
伝
来
し
た
鉄
砲
が

一
七
世
紀

に
は
、
農
村
に
お
け
る
野
生
鳥
獣
被
害
防
止
に
使

用
さ
れ
る
ほ
ど
普

及
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
事

実
、

一
九
世
紀

に
書

か
れ
た
飛
騨
の
農
書

「
農
具

揃
」

に
は
、
農
具

の
中

に
鉄
砲
が
含
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

表

2
は
貞
享
四
年

(
一
六
八
七

年
)

幕
府

(
将
軍
は
五
代

・
綱
吉

)
が
全
国
に
発
令
し

た

"
鉄
砲
改
め
"
に
関
す
る
信
州
松
本
城
主
家

の

記
録

で
あ
る
が
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
松
本
領
の
農
村

に
は
約
千
丁
の
鉄
砲
が
あ
り
、
う

ち
半
数
が
取
り

上
げ
ら
れ
、
あ

と
半
数
は
野
生
鳥
獣

の
被
害
防
止

の
た
め
の
オ
ド
シ
鉄
砲
、
猟
師
用
鉄
砲
及
び
治
安

用
鉄
砲
と
し
て
残
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ

る
。

松
本
藩
だ
け
で
な
く
、
東
北

か
ら
九
州
に
か
け

て

ほ
ぼ
同
様

の
状
況

に
あ

っ
た
こ
と
が
記
録
等

で
確

認
さ
れ

て
い
る
が
、
当
時
、
鳥
獣
被
害

の
防
止
対

策
と
し

て
鉄
砲

が
極
め
て
重
要
な
地
位
を
占

め
、

空
砲

だ
け

の
も
の
も
あ

っ
た
に
せ
よ
数
量
も
相
当

な
も

の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

"
生
類
憐
み
の
令
"

さ
て
、
江
戸
時
代

の
前
期
、
元
禄
時
代
に
は
今
ま

で
に
見
ら
れ
な
か

っ
た
新
し

い
人
と
野
生
鳥

獣
の
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か
か
わ
り
方
が
、
ほ
ん

の

一
瞬
で
は
あ
る
が
衝

撃

的

に
出
現
す
る
と
い
う
事
件
が
起
る
の
で
あ
る
。

そ

の
事
件
は

一
六
八
五
年

か
ら

一
七
〇
八
年
に
か

け
て
五
代
将
軍

・
綱
吉
の
治
世
時
代
に
幕
府
が
発

令
し
た

"
生
類
憐
み
の
令

"
で
あ
る
。

こ
れ
は
貞

享
二
年

(
一
六
八
五
年
)
の
犬
猫
や
馬
の
愛
護
令

に
始
ま

っ
て
、

一
六
八
七
年

の
鉄
砲
改
め
、
捨

子
、

捨
病
人
、
捨
牛
馬

の
禁
令

、
犬
保
護
令
、
食
用
魚

鳥

の
飼
養

の
禁
令
及
び
傷
病
鳥
獣

の
保
護
処
置
令
、

一
六
九
四
年
の
犬
保
護
強
化
令
、

一
七
〇
五
年

の

飼
鳥
と
鳥
商
売

の
禁
令
等
、

一
連

の
人
間
を
含

め

た
様

々
の
生
類
愛
護
に
関
す
る
幕
府
の
命
令
で
あ

る
。
史
学
的
に
は
綱
吉

の
長
男

の
病
死

に
際
し
、

護
国
寺
住
職
の
進
言
を
綱
吉

が
採
用
し

て
、
自
分

の
干
支

に
当
た
る
犬
を
始

め
、
生
き
物
愛
護
の
方

針
を
定
め
、
こ
れ
に
側
用
人
牧
野
備
前
守
成
貞

と

柳
沢
吉
保
を
加
え
た
戌
年
ト
リ
オ
が
恣
意
的

に
定

め
た
悪
法

と
さ
れ
て

い
る
が
、
将
軍

の
権
威

の
象

徴

と
し
て
、
ま
た
、
娯
楽
と
し
て
連
綿
と
継
続
し

て
き
た
鷹
狩

の
制
度
を
自
ら
大
幅

に
縮
少
し
、

一

六

九
三
年
に
は
鷹
飼
養
を
廃
止
し

て
し
ま
う
ほ
ど

念

が
入

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
鷹
狩
り
、

鷹
飼
養

の
廃
止
の
理
由
と
し
て
は
、
明
暦
三
年
二

六
五
七
年
)
の
大
火

で
江
戸
城

の

一
部
と
江
戸

の

市
街
を

ほ
ぼ
全
焼
し
た

こ
と
。
さ
ら
に
佐
渡
等

の

金

山
の
金
銀
生
産
量
が
激
減
し

た
こ
と
等

に
よ

っ

て
幕
府

の
財
政
が
極
め
て
逼
迫
し
て

い
た
と

い
う

こ
と
も
あ
る
が
、
や
は
り
、
綱
吉

の
特
異
な
性
情

が
直
接

の
原
因
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

問
題
は
こ
の

"生
類
憐
み
の
令
"
に
よ

っ
て
野

生
鳥
獣
が
保
護
対
象

に
な

っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ

り
、
特
に
前
記

の

「
鉄
砲
改
め
」
は
、
今
ま
で
農

民
が
必
要

に
応
じ

て
自
由
に
実
施
し
て
き
た
有
害

鳥

獣
駆
除
に
大
き
な
制
限
を
加
え
る
こ
と
に
な

っ

た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
食
用
魚
鳥

の
飼
養
や
鳥

商
売

の
禁
令
を
見

て
も
鳥
獣

の
資
源
と
し

て
の
か

か
わ
り
は
大
き
く
、
江
戸
の
町
に
は
魚
鳥
を
商
う

店

が
多
か

っ
た
こ
と
を

示
し
て

い
る
。
飼
鳥
の
禁

令
も
特
に
武
士
等

の
特
別
な
階
層
を
目
的
と
し
た

も

の
で
は
な
く
、
江
戸

の
町
民
を
対
象
と
し
た
も

の
で
あ
り
、
メ
ジ
ロ
や
ウ
グ
イ

ス
等
が
広
く
愛
玩

飼
養
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

"
生
類
隣
み

の
令
"
は
犬
に
対
し
て
極
度

に
偏

っ
た
保
護
策
を

と

っ
た
た
め
天
下

の
悪
法

と
さ
れ
て

い
る
が
、
わ

が
国
最
初

の
野
生
鳥
獣
保
護
政
策
と
い
う

こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

綱
吉

の
死
後
、
"
生
類
憐
み
の
令
"
に
関
連
す
る

様

々
な
禁
令
等
は
廃
止
さ
れ
、
八
代
将
軍

・
吉
宗

の
時

に
鷹
狩
り
も
復
興
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け

で
あ

る
が
、
兵
庫
県
、
出
石
藩
主
仙
石
利
久

の
よ

う

に

コ
ウ
ノ
ト
リ
の
保
護

の
た
め
に
禁
猟
区
を
設

置
し
た
大
名
も
あ
り
、
野
生
鳥
獣
愛
護
の
思
想

の

存
在
が
全
国
に
示
さ
れ
、
鳥
獣

の
殺
生

に

一
種
の

警
鐘
を
鳴
ら
し
た
こ
と
が
綱
吉

の

"功

"
の
部
分

で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う
。

ω

明
治
時
代
以
降

江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
維
新
に
か
け

て
の
わ

が
国

の
政
治
、
経
済
、
社
会

の

一
大
転
換
期
に
お

い
て
は
、仏
教
思
想
に
基

づ
く
殺
生
の
戒
も
薄
れ
、

ま
た
鳥
獣
猟

に
関
す
る
秩
序
や
制
約

が
破
壊
さ
れ

た
た
め
か
鳥
獣

の
乱
獲

が
始
ま

っ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
。

江
戸
時
代
に
は
広
く
分
布
し
、
水
田
等
を

荒
す
害
鳥

で
あ

っ
た
ト
キ
や

ツ
ル
、
ガ

ン
、

コ
ウ

ノ
ト
リ
等

の
大
型
鳥
を
中
心
に
急
激
に
減
少
し
た

と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
背
景
を
出
発
点

と
し

て
、
明
治
以
降

の
人
と
野
生
鳥
獣
の
か
か
わ

り
方
は
、
明
治
初
期
以
降
公
布
さ
れ
る
様

々
な
法

,律
、
規
則

の
中

に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

"
明
治
六
年
鳥
獣

猟
規
則

"

鳥
獣
猟

の
秩
序
と
安
全
確
保

の
た
め
の
基
本
を

定

め
た
も

の
で
あ
り
、
後

の
狩
猟
法

の
基
盤
と
な

っ
た
規
則
で
あ
る
が
、

こ
の
中

で
銃
猟
を
職
業
猟

と
遊
猟

に
分
け
、
鑑
札
料
は
職
業
猟

一
円
、
遊
猟

十
円
と
差
を

つ
け
て
い
る
。

つ
ま
り
、
江
戸
時
代

ま
で
は
少
な
く

と
も
将
軍
や
大
名
等
の
特
権
階
級

に
し

か
な
か

っ
た
娯
楽
目
的

の
狩
猟

が

一
般
化

さ

れ
た

の
で
あ
る
。

"
明
治
二
十
五
年
狩
猟
規
則

"

こ
の
規
則
は
鳥
獣
猟
規
則
を
更

に
内
容
拡
充
し

た
も

の
で
あ

る
が
、
こ
の
中
で
初
め
て
捕
獲
を
禁

ず
る
鳥
獣

が
定

め
ら
れ
て

い
る
。鳥
類

で
は

ツ
ル
、

ツ
バ
メ
、
ヒ
バ
リ
、

シ
ジ

ュ
ウ
カ
ラ
、
キ
ツ
ツ
キ

等
、
獣
類

で
は

一
歳
以
下
の
シ
カ

で
あ

る
が
、
明

治

一
六
年

の
農
商
務
省
通
達

の
中
に

「
鳥
獣

の
有

効
な
も

の
を
保
護
し
、
そ
の
有
益
な
る
も

の
の
繁

殖
を
謀
り
、
有

害
な
る
も

の
を
駆
除
す
る
は
農
務

上
の
要
点
に
候
…
…
L
と
あ
る
よ
う

に
鳥
獣
の
稀

少
性
や
貴
重
性

を
尺
度
と
し
た
決
め
方

で
は
な
く

農
林
業
に
対
す

る
有
益
性
や
狩
猟
資
源
確
保

の
必

要
性
等
か
ら
く

る
保
護
と

い
う
感
が
強

い
。
し
か

し
な
が
ら
、

こ
の
規
則
は

"
生
類
憐

み
の
令
"
以

来
初
め
て
の
野
生
鳥
獣
保
護
施
策

と
言
え
る
。

"
昭
和
二
十
五
年
の
改
正

"

こ
の
改
正
に
お
け
る
人
と
野
生
鳥
獣
と
の
か
か

わ
り
に
関
す
る
重
要
事
項
は
、
鳥
獣
保
護
区
制
度

と
保
護
鳥
獣

の
飼
養
許
可
制
度

の
創
設
で
あ
る
。

大
正
七
年
と
G
H
Q
の
指
導
の
影
響
を
受
け
た

昭
和

二
十
二
年

の
改
正
に
よ

っ
て
も
狩
猟
鳥
獣
の

削
減
や
捕
獲

羽
数

の
制
限
等
、
保
護
政
策

の
強
化

が
図
ら
れ
た
が
、
こ
の
改
正
に
お
け
る
鳥
獣
保
護

区

の
誕
生
は
、
従
来

の
禁
猟
区

の
よ
う
な
消
極
的

保
護
か
ら
積
極
的
保
護

へ
の
発
想

の
転
換
が
見
ら

れ
る
。
ま
た
、
生
類
憐
み
の
令
の
廃
止
以
来
無
く

な

っ
て
い
た
野
生
鳥
獣
の
飼
養
に
関
す
る
規
制
が

復
活
さ
れ
、
保
護
対
策
の
強
化
が
図
ら
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
。

"
昭
和
三
十
八
年

の
改
正
"

昭
和
三
十
八
年

の
改
正

の
最
大

の
ポ
イ

ン
ト
は

従
来

の
狩
猟
法
か
ら

「
鳥
獣
保
護
及
狩
猟

二
関

ス

ル
法
律
」
へ
の
名

称
変
更
で
あ
る
。
明
治
六
年
の
鳥

獣
猟
規
則

に
始
ま
る
狩
猟
法

の
時
代
に
お
け
る
野

生
鳥
獣

の
人
と
の
か
か
わ
り
方
は
、資
源
と
し
て
、
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娯
楽

と
し

て
の
狩
猟

の
対
象
と
し
て
、
愛
玩
対
象

と
し
て
、
さ
ら

に
農
林
水
産
業

に
対
す

る
環
境
抵

抗
と
し
て
、
の
か
か
わ
り
方
が
主
要
な
も

の
で
あ

っ
た
。

む
ろ
ん
農
林
業
に
有
益
な
鳥
類

の
保
護
規

制
の
ほ
か
、
大
正
八
年
の
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物

法
に
基
づ
く
野
生
鳥
獣
の
天
然
記
念
物
指
定
や
、

昭
和
二
十
五
年

の
法
改
正
に
よ
る
鳥

獣
保
護
区
の

新
設
等
保
護

の
対
象
と
し
て
の
か
か
わ
り
方

の
芽

生
え
は
あ

っ
た
が
、

こ
の
法
律
名
称

の
変
更
に
よ

っ
て
、

"
生
類
憐

み
の
令
"
以
後
姿
を
消
し
て

い

た
動
物
愛
護
思
想

に
基
づ
く
野
生
鳥
獣
の
保
護
施

策

が
復
活
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ

の
後
、野
生
鳥
獣

は
人
類

の
健
全
な
生
存
に
不
可
欠

の
自
然
環
境
の

重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
、
更
に
単
に

一
国
だ
け

で
な
く
、
国
際
的
な
観
点

か
ら
も
、そ

の
文
化
的
、

表2松 本領鉄砲改め結果数

鹿狼驚筒 猟師筒 用心筒 取上げ筒 計

安曇郡

筑摩郡

松本町

193

246

37

50

7

7

279516

186489

3535

計 439 87 14 5001040

塚本 学著 「生類 をめ ぐる政治」 よ り

学
術
的
価
値
が
評
価
さ
れ
、
国
際
協
力
を
含
め
た

保
護
を
図
る
べ
き
も

の
と
な

っ
て
き
て
い
る
。

一
一、
有
害
鳥
獣
駆
除

の
必
要
性

野
生
鳥
獣
と
人
と

の
か
か
わ
り
方
を
歴
史
的
な

流
れ
で
極
め
て
大
ざ

っ
ぱ
に
ま
と
め
る
と
、
表
3

の
よ
う

に
な
る
が
、

2
と
6
は
わ
が
国

の
経
済
的

社
会
的
発
展
に
伴
う
国
土
の
開
発
、
土
地
利
用

の

高

密
度
化

が
進
ん
で
い
く
将
来
に
お

い
て
も
、
そ

の
重
要
性
は
増
加

の

一
途
を
た
ど
る
も

の
と
考
え

ら
れ
る
。

一
方
、
鳥
獣
に
よ
る
被
害
問
題
を
見
る

と
、
鳥
獣
の
全
体
的
な
生
息
数

の
減
少
が
言
わ
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
モ
シ
カ
の
林
業
被

害
に
代
表
さ
れ
る
と
お
り
、
近
年
、
特
に
大
き
な

社
会
問
題
に
な

っ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な

い
。

農
林
水
産
業
構
造

の
変
化
、
特

に
集
約
化

が
進
む

に

つ
れ
、
ま
た
野
生
鳥
獣

の
保
護
施
策
の
強
化
が

進
む
に

つ
れ
、
野
生
鳥
獣

の
第

一
次
産
業

に
対
す

る
環
境
抵
抗
と
し
て
の
か
か
わ
り
方
も
ま
た
、
ま

す

ま
す
重
要
な
も
の
と
な
る

こ
と
は
容
易
に
想
像

で
き
る
。
江
戸
時
代
、
将
軍
と

い
う
絶
対
的
最
高

権
力
に
よ

っ
て
、
生
類
憐
み

の
令

の

一
環
と
し

て

農
民
の
鉄
砲
に
よ
る
有
害
鳥
獣
駆
除
を
大
幅

に
制

約
し
た

「
鉄
砲
改
め
」

で
さ
え
農
民

の
強
力
な
反

発
に
よ

っ
て
、
わ
ず

か
二
年

の
後

に
大
幅
に
緩
和

さ
れ
た
だ
け

で
な
く

、
当
時

の
記
録

に
よ
れ
ば
幕

府
鉄
砲

方
が
狼
、
猪
等

の
駆
除

の
た
め
に
相
模

や

武
州
に
頻
繁

に
出
向

い
た
り
、
領
主

が
大
規
模

な

野
獣
駆
除
を
実
施
す

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
現
代
に
お
い
て
も
鳥
獣

保
護
区
等

の
設
定
に
関
す
る
公
聴
会

に
お
け
る
意

見
を
見
て
も
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
等

の
被
害
が
最

大

の
関
心
事
と
な

っ
て
お
り
、
野
生
鳥
獣
保
護

の

推
進

の
基
盤

で
あ
る
地
域
住
民
の
理
解
と

コ
ン
セ

ン
サ

ス
を
得
る
た
め
に
は
こ
の
問
題

に
い
か
に
対

応
す
る
か
が
鍵
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
被
害
問
題
解
決
の

一
方
法
と
し

て
被
害
補
償

が
あ
る
が
、
国
が
補
償
の
責
務
を
要
す
る
程
度

の

強

い
規
制
を
設
け

る
必
要
が
生
ず
る
よ
う
な
野
生

鳥
獣

は
、
必
然
的

に
生
息
数
が
極
め
て
限
定
さ
れ

た
種
と
な
り
、
当
然

の
こ
と
と
し
て
被
害
も
極
め

て
少
な
く
、
実
際
に
は
補
償

の
必
要
性
も
乏
し
く

な

っ
て
し
ま
う
。
ま

た
、
鳥
獣

の
保
護
と
鳥
獣
の

増
加
及
び
被
害

の
因
果
関
係
を
科
学
的

に
立
証
す

る
こ
と
、
保
護
対
象
鳥
獣

に
よ
る
被
害

の
特
定
、

定
量
化
が
極
め
て
困
難

で
あ

る
こ
と
、
さ
ら
に
そ

の
た
め
の
費
用
が
莫
大

に
な
る
こ
と
等
問
題
が
大

き
く
、
補
償
に
よ
る
被

害
対
応
は
現
実
性

が
乏
し

い
現
状

で
あ
る
。

一
方
、
被
害
問
題
に
は
経
済
的
側
面
だ
け
で
な

く
心
理
的
側
面
も
あ
る
。
元
来
、
農
民
や
漁
師
は

農
林
水
産
業
に
対
す
る
野
生
鳥
獣
の
有
益
な
面
が

あ
る
こ
と
を
認
識
し

て
い
た
し
、
仏
教
思
想
に
基

づ
く
生
類
憐

み
の
気
持
ち
も
影
響
し
て
、
野
生
鳥

獣

の
被
害
を
、
あ
る
程
度

必
然
的
な
環
境
抵
抗
と

し
て
受
認
し

て

い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
現
在

に
お

い
て
も
農
林
水
産
業
に
従
事
す
る
被
害
者

の

声
も
、
あ
る
程
度

の
被
害
は
や
む
を
得
な

い
と
い

う
意
見
が
大
勢
を
占
め
る
。
従

っ
て
彼
ら
に
と

っ

て
面
倒
極
ま
り
な

い
と
思
わ
れ
る
有
害
鳥
獣
駆
除

申
請
書
を
出
し
た
り
、
行
政
機
関

に
対
し
て
被
害

対
策
要
求

の
行
動
を
起
す
に
至
る
に
は
経
済
的
あ

る

い
は
心
理
的
に
容
認
の
限
界
を
越
え
た
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。

以
上

の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

適
切
な
被
害
防
止
策
が
確
立
さ
れ
て
い
な

い
今
日

有
害
鳥

獣
駆
除

は
野
生
鳥
獣

の
保
護
、
特
に
保
護

対
策

の
基
本

で
あ
る
生
息
地

の
保
護
に
対
す

る
国

民

の
コ
ン
セ

ン
サ
ス
づ
く
り
を
推
進
す
る
う

え
で

必
要
不
可
欠

の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
有
害
鳥
獣
駆
除

の
現
状

と
展
望

有
害
鳥
獣
駆
除

に
関
す
る
施
策
は
昭
和
三
+
八

。2

年
の
法
改
正
以
来
、
都
道
府
県
が
鳥
獣
保
護
事
業

1

計
画
の
中

で
、鳥
獣
の
生
息
状
況

の
調
査
を
基
盤
と

し
て
の
①
鳥
獣
に
よ
る
被
害
発
生
予
察
表

の
作
成
、

②
鳥
獣

に
よ
る
被
害
防
除
方
法

の
検
討
、
③
有
害

鳥
獣
駆
除

の
許
可
基
準

の
設
定
、
④

駆
除
体
制

の

整
備
等

に
つ
い
て
計
画
を
定

め
て
適
正
な
有
害
駆

除

の
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
国
、
都

道
府
県
の
調
査
、
研
究
体
制

の
未
整
備
と
も
関
連

し
て
、
定
量
的
な
被
害

の
把
握
や
駆
除
許
可
基
準

の
設
定
は
今
後
に
待

つ
と
こ
ろ
が
多
く
、
従

っ
て

対
症
療
法
的
な
有
害
鳥
獣
駆
除
に
な
ら
ざ
る
を
得

な

い
の
が
実
情

で
あ
る
。
従

っ
て
、
被
害
を
受
け

る
側

と
保
護
を
要
求
す

る
側
と
の
意
見
の
対
立
が

無
用

の
混
乱
を
招
来
し

て
い
る
例
も
見
受
け
ら
れ



野生動物と人間とのかかわり方表3

時 代
かかわり方 縄 文 弥 生 古 代 ～

中 世 近 世 明 治 大 正 昭 和

薗o曽 一 一1.資 源

2.環 境 抵 抗

3.愛 玩(ペ ッ ト)対象

4.娯 楽 狩 猟 対 象

5.動 物 愛 護 対 象

6.自 然環 境の構 成要
素 としての保護 対 象

一 薗 一}一 一 一 一

一一 一 一 一 一,,一

一}一 暉 冒一 ■一 一 一 一 一__

る
わ
け

で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め

に
は
、
よ
り
科
学
的
、
合
理
的
、
か

つ
有
効
で
必

要
最
小
限

の
有
害
駆
除
を
推
進
す
る
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
。

こ
の
課
題
を
実
行
す
る
た
め
に
は
、
ま

ず
野
生
鳥
獣
の
生
息
状
況

の
把
握
が
最
も
基
本
的

な
事
項

で
あ
る
が
、
各

々
の
種
毎

の
生
息
数
を

つ

か
む
こ
と
は
至
難

の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
必

要
も
な

い
。
要

は
、
た
と
え
ば
大
型
、
中
型
哺
乳

動
物

の
よ
う

に
全
国
的
あ
る

い
は
地
域
的
に
見
て

生
息

が
限
定
さ
れ
る
恐
れ
が
大
き

い
も

の
等
必
要

性

の
高

い
も
の
に
的
を
絞

っ
た
調
査
を
優
先
す

れ

ば
良

い
の
で
あ

ろ
う
。

次
に
被
害

の
適
正
な
把
握
が
必
要

で
あ
る
。
被

害
把
握
体
制

の
確
立
、
専
門
家
の
確
保
及
び
保
護

主
張
、
駆
除
主
張

の
ど
ち
ら

に
も
遍
重
し
な

い
公

正
な
被
害
把
握
等

の
努
力
を
今
後

と
も
継
続
し

て

行
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
千
葉
県
の
館
山
湾

の
サ
ギ
類

に
よ
る
生
賓

の
活
餌
の
被
害
の
よ
う
に
、

被
害
者
側
も
被
害
を
皆
無

に
す

べ
き
で
あ

る
と
い

う
意
見

で
は
な
く
、

一
定
水
準
に
抑
え
た

い
と
い

う

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
き
め
細

か
い
被
害

管
理
の
要
求

に
応
え

る
た
め
に
は
将
来

、
被
害
情

報

の
蓄
積
、
活
用
等

の
工
夫
を
含
め
て
、
定
量
的

な
被
害

の
把
握
に
努

め
る

こ
と
も
必
要
と
思
わ
れ

る
。
生
息
状
況
と
被

害
の
適
正
な
把
握
に
よ

っ
て
、

定
量
的
と
ま
で
は
行

か
な
く
と
も
、
よ
り
合
理
的

な
駆
除

の
基
準
を
確
立
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
り
、

地
域
住
民
に
対
し

て
説
得
力
の
あ
る
有
害
駆
除
を

よ
り

一
層
推
進
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て

最
後
に
、
駆
除
対
象

外

の
鳥
獣
を
保
護
す
る
た
め

に
も
駆
除

の
効
率
を
上
げ
る
た
め
に
も
、
有
効
な

駆
除
方
法

の
確

立
が
心
要

で
あ
る
。

四
、
被
害
の
防
止
と
調
査
研
究
体
制

野
生
鳥
獣

の
保
護
と
被
害
防
止

の
両
立
を
図
る

こ
と
が
現
在
、
鳥
獣
行
政

に
課
せ
ら
れ
た
最
も
重

要
な
課
題
の

一
つ
で
あ
る

が
、

こ
の
問
題
を
解
決

す

る
た
め
に

一
番
有
効
な
手
段
は
被
害

の
未
然
防

止
対
策

の
推
進
で
あ

る
こ
と
は
言
を
待

た
な

い
。

有
害
駆
除
に
関
す

る
保
護
主
張
と
駆
除
主
張
の
無

用
の
摩
擦
を
避
け
る
な

ど
、
国
民

の
コ
ン
セ
ン
サ

ス
を
造
り
上
げ
る
た
め
に
も
被
害

の
未
然
防
止
が

重
要
で
あ

る
と
と
も
に
、
効
率
的
な
有
害
駆
除
を

実
施
す

る
た

め
に
も
必
要

で
あ
る
。
ま
た
、
防
止

効
率
を
高
め

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
費
用
対
効
果
の

点
で
も
、
制
約
条
件
の
多

い
銃
器
に
よ
る
有
害
駆

除
等
よ
り
も
、
極
め
て
有
利
な
被
害
防
止
対
策

に

な
り
得
る
も

の
と

い
え
る
。

鳴
子
や
案
山
子
に
始
ま
る
被

害
の
未
然
防
止

の

た
め
の
努
力
は
古
来
か
ら
延

々
と
集
積
さ
れ
、
江

戸
時
代

の
農
業
技
術
書
に
は
、
長

い
年
月
の
生
態

観
察
に
基

づ
く
被
害
防
止

に
有
効
な
品
種
選
定
、

播
種
や
栽
培
方
法
等

が
詳
細
に
記
載
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
る
。

と

こ
ろ
が
明
治
以
降
、
量
的
、
質
的

生
産
向
上
を
目
指
し
た
農
林
水
産
業
技
術
の
開
発

の
中

で
、
鳥

獣
被
害

の
防
止
技

術
は
と
り
残
さ
れ

た
感
が
強

い
。

も
ち
ろ
ん
、
戦
後
、
ラ
ゾ
ー
ミ
サ

イ

ル
や
ア
バ
ラ
ー

ム
と
い
っ
た
海
外

の
新
手
法

の

導
入
等

の
工
夫
も
見
ら
れ
る
が
、
野
生
鳥
獣
の

"学

習
"
に
よ

る
効
果

の
大
幅
減
少
や
費
用
の
問
題
も

あ
り
、
満
足

の
い
く
状
況
で
は
な

い
。
被
害
の
未

然
防
止

の
推
進

に
不
可
欠
で
あ
る
技
術
開
発

に
し

て
も
、
適

正
な
有
害
鳥
獣
駆
除
に
必
要
な
生
息
状

況
の
把
握

に
し

て
も
、
基
盤
と
な
る
調
査

研
究
体

制

が
不
十
分

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
を
見
る

に

つ
け
て
も
、
鳥
獣
保
護

の
面
か
ら
だ
け

で
な
く

一
次
産
業
振
興

の
面
か
ら
も
地
道
な
調
査
研
究
を

積
み
上
げ

て

い
く
た
め
の
試
験
研
究
機
関

の
整
備

等
体
制

づ
く
り

が
最
優
先

の
課
題
で
あ
ろ
う
。

米
国
の
や
り
方
を
全
て
良
し
と
す
る
わ
け
で
は

な

い
が
、
米
国

の
鳥
獣
保
護
行
政
を
所
管
す
る
内

務
省
、
魚
類

・
野
生
動
物
保
護
局
は
野
生
動
物

に

関
す

る
5
つ
の
研
究
機
関
を
有
し
、
そ

の
う

ち

コ

ロ
ラ
ド
州
デ

ン
バ
ー
に
あ

る
研
究
所
は
専
ら

コ
ヨ

ー
テ
等

に
よ
る
米
国
に
お
け
る
顕
著
な
農
作
物
被

害
を
未
然

に
防
止
す
る
た
め

の
研
究
を
実
施
し

て

い
る
こ
と
。
さ
ら
に
今
年
度

の
野
生
動
物
に
よ
る

被
害
対
策
関
連
予
算
の
総
額
が
三

一
億
円
で
あ
り

う

ち
九
億
円
が
研
究
費
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と

日
本

の
調
査
研
究
を
推
進
す
る
た
め
に
国
、
都
道

府
県

の
果
す

べ
き
役
割
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。

五
、
お
わ
り
に

野
生
動
物
と
人
間
を

「
生
類
」

と
い
う
概
念

で

と
ら
え
て
い
た
時
代
は
、
農
民
は
農
作
物
に
被
害

を
及
ぼ
す
鳥
獣
を
必
要
に
応
じ
て
自
由
に
駆
除
し
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て
き
た
わ
け
で
あ

る
が
、

一
面

で
は
鳥
獣

の
被
害

を
、
あ
る
程
度
前
提

と
し
た
農
業
を
営
ん
で
い
た

と
言
え
る
。

も
ち
ろ
ん
鳥
獣

の
被
害
が
甚
大
で
困
窮
し
た

こ

と
を
伝

え
る
古

い
記
録
も
多

い
が
、
江
戸
時
代
、

新
潟
地
方

の
鳥
追

い
歌
に
、

「
お
ら
が
い
っ
ち

の

憎

い
鳥

は
ど
う

(銅
色

の
こ
と
か
。
ト
キ

の
こ
と

)

と
さ
ん
ぎ

(サ
ギ

)
と
小
雀
、
ホ
ー
イ
ホ
イ
」
と

歌

っ
て

い
る
よ
う

に
諦
め
を
混
じ
え
た
親
近
感
を

持

っ
て

い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

明
治

以
降

「生
類
」
概
念
が
衰
退
し
、
人
と
他

の
生
物

を
区
別
す
る
考
え
方
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
が
、

昭
和

の
後
半
、
野
生
鳥

獣
を
保
護
す
る
法
律

の
誕

生
に
よ
り
、
野
生
鳥
獣
の
被
害
に
は
、
環
境
抵
抗

の
ほ
か
に
行
政
抵
抗

の
性
格
が
加
味
さ
れ
る

こ
と

に
な

っ
た
わ
け

で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し

て
も
野
生
動
物

の
保
護

に
対
す
る

国
内
外

の
関
心

が
高
ま

っ
て
い
る
今

日
、
保
護
施

策

の

一
層

の
展
開

に
対
す

る
国
民
の

コ
ン
セ
ン
サ

ス
を
得
る
た
め
に
も
合
理
的
な
有
害
駆
除
を
確
立

し
、

"
保
護
と
駆
除

の
狭
間
"
を
埋
め
る
た

め
に

も
、
実
効
性
の
高

い
被
害
の
未
然
防
止
を
確
立
す

る

こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
思
う
。

な
お

"
生
類
憐

み
の
令
"
に
関
す

る
江
戸
時
代
を
中

心
と
す

る
史

実

は
、
塚
本

学
氏
著

「
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
」

か
ら
多
数
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
興
味
を

持

た
れ
る
方
に
は
、
ぜ
ひ

一
読
を
お
薦

め
し

た
い
。

(環
境
庁
自
然
保
護
局

前
鳥
獣
保
護
課
)
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