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シベリアオオヤマネコ

ヤ
マ
ネ
コ
が
や
っ
て
来
た

大
町
市
と
友
好
提
携
を
結
ん
で
い
る
オ
ー
ス
ト
リ

ア
の
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
市
へ
腰
原
市
長
を
は
じ
め
と

す
る
訪
問
団
が
表
敬
訪
問
し
た
の
は
､
平
成
三
年
六

月
の
こ
と
で
す
｡
こ
の
時
､
山
岳
博
物
館
創
立
四
十

周
年
の
招
待
状
を
携
え
､
山
岳
博
物
館
と
友
好
提
携

し
て
い
る
ア
ル
ペ
ン
動
物
園
へ
も
訪
問
し
ま
し
た
｡

ニ
ー
シ
ャ
ー
市
長
､
ペ
ピ
ラ
ー
ナ
-
園
長
た
ち
の

歓
迎
を
受
け
友
好
の
絆
が
ま
す
ま
す
深
ま
り
､
山
岳

博
物
館
四
十
同
年
の
記
念
と
し
て
シ
ベ
リ
ア
オ
オ
ヤ

マ
ネ
コ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
い
と
の
提
案
が
あ
り
ま

し
た
｡シ

ベ
リ
ア
オ
オ
ヤ
マ
ネ
コ
は
ア
ル
プ
ス
山
脈
を
ど

の
森
林
地
帯
や
､
シ
ベ
リ
ア
､
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
を
ど

に
す
み
'
群
れ
を
作
ら
な
い
で
単
独
で
暮
ら
し
'
森

林
を
生
活
の
場
所
と
し
て
い
ま
す
｡
鋭
い
視
覚
と
嘆

覚
を
た
よ
り
に
え
も
の
を
追
跡
し
た
り
､
木
の
上
に

ひ
そ
ん
で
待
ち
伏
せ
し
た
り
す
る
の
で
す
｡

美
し
い
毛
皮
の
た
め
捕
獲
さ
れ
た
時
代
が
あ
り
､

森
林
の
伐
採
と
耕
地
化
に
よ
っ
て
す
み
か
を
追
わ
れ

た
り
し
て
､
そ
の
数
も
減
少
し
て
き
た
動
物
で
す
｡

現
在
は
必
ず
し
も
絶
滅
の
お
そ
れ
は
な
い
が
存
続
を

脅
か
す
よ
う
な
利
用
を
避
け
よ
う
と
い
う
こ
と
で
'

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
も
り
こ
ま
れ
で
い
る
種
類
で
す
｡

今
回
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
の
許
可
を
得
て
大
町
に

や
っ
て
来
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡

十
月
三
十
日
'
山
岳
博
物
館
に
や
っ
て
き
た
二
項

の
シ
ベ
リ
ア
オ
オ
ヤ
マ
ネ
コ
は
生
後
七
カ
月
の
幼
獣

で
す
｡
オ
ス
と
メ
ス
の
ツ
ガ
イ
で
ひ
と
つ
の
バ
ス
ケ

ッ
ト
に
入
っ
て
き
ま
し
た
｡
一
頭
は
ア
ル
ペ
ン
動
物

園
で
生
ま
れ
､
も
う
一
頭
は
ド
イ
ツ
の
ハ
ー
ゲ
ン
ペ

ッ
ク
動
物
園
生
ま
れ
で
す
｡
ア
ル
ペ
ン
動
物
園
で
お

見
合
い
を
し
た
あ
と
別
々
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て

輸
送
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
､
こ
の
二
頭
は
離
れ
よ

う
と
せ
ず
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
長
旅
を
ひ
と
つ
の

バ
ス
ケ
ッ
ト
の
中
で
過
ご
し
て
き
た
そ
う
で
す
｡

極
寒
の
地
域
で
生
活
す
る
動
物
で
す
の
で
'
日
本

の
冬
は
問
題
を
-
過
ご
せ
る
と
の
こ
と
｡
体
長
約
六

十
セ
ン
チ
の
こ
の
シ
ベ
リ
ア
オ
オ
ヤ
マ
ネ
コ
は
今
'

食
欲
旺
盛
で
す
｡
仲
良
-
並
ん
で
休
む
二
項
は
付
属

園
の
新
た
な
人
気
物
と
な
る
で
し
ょ
う
｡

へ
大
町
山
岳
博
物
館
)
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厳冬期の白沢(筆川出合付近)

大
町
の
河
川
②

篭
川
あ
れ
こ
れ

榊

　

原

　

邦

　

夫

登

　

用

寵
川
は
信
濃
川
水
系
の
二
次
支
川
高
瀬
川
の
支
流

で
大
町
市
街
の
西
方
､
高
瀬
川
の
左
岸
に
位
置
す
る
｡

源
を
針
ノ
木
岳
と
し
岩
小
屋
沢
･
扇
沢
･
白
沢
･
黒

沢
他
が
流
入
し
て
高
瀬
川
に
合
流
し
て
い
る
｡

篭
川
谷
は
､
扇
沢
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
か
ら
ト
ロ
リ

ー
バ
ス
で
悪
因
ダ
ム
･
室
堂
･
立
山
へ
の
ア
ル
ペ
ン

ル
ー
ト
と
し
て
､
ま
た
扇
沢
よ
り
北
ア
ル
プ
ス
爺
ケ

岳
へ
の
登
山
ル
ー
ト
と
し
て
'
そ
し
て
百
瀬
慎
太
郎

の
名
前
と
と
も
に
針
ノ
木
雪
渓
が
あ
る
こ
と
で
有
名

で
あ
る
｡
ま
た
古
く
は
佐
々
成
政
の
黒
部
越
え
で
も

知
ら
れ
て
い
る
｡

扇
沢
に
は
年
間
百
数
十
万
の
観
光
客
が
訪
れ
る
が
､

今
ま
で
あ
ま
り
市
民
に
は
親
し
み
が
な
か
っ
た
｡
理

由
は
､
昭
和
三
十
年
代
の
黒
四
ダ
ム
建
設
に
始
ま
り
､

平
成
二
年
の
秋
ま
で
県
企
業
局
に
よ
り
有
料
道
路
と

し
て
利
用
さ
れ
自
由
に
往
来
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
､

こ
れ
か
ら
は
市
民
の
憩
い
の
場
所
と
し
て
の
活
用
が

期
待
さ
れ
る
｡

軍
用
の
魚
た
ち

昔
の
篭
川
は
､
イ
ワ
ナ
･
ヤ
マ
メ
･
カ
ジ
カ
を
ど

限
ら
れ
た
冷
水
性
の
渓
流
魚
の
生
息
域
だ
っ
彊
結
心

わ
れ
る
が
'
近
年
は
放
流
も
盛
ん
に
な
り
､
北
安
中

部
漁
協
に
よ
り
イ
ワ
ナ
･
ヤ
マ
メ
･
ア
マ
ゴ
･
ニ
ジ

マ
ス
､
そ
し
て
上
高
地
で
有
名
を
カ
ワ
マ
ス
　
(
ア
メ

リ
カ
イ
ワ
ナ
)
な
ど
が
放
流
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
た

め
イ
ワ
ナ
の
交
雑
種
が
多
-
在
っ
て
い
る
｡
イ
ワ
ナ

と
カ
ワ
マ
ス
の
交
雑
で
で
き
た
魚
は
生
殖
能
力
が
著

し
く
低
下
し
て
し
ま
う
｡

昔
は
ヤ
マ
メ
が
陸
海
し
サ
ク
ラ
マ
ス
と
在
り
､
産

卵
の
た
め
に
信
濃
川
'
犀
川
､
高
瀬
川
､
篭
川
へ
と

遡
上
し
て
き
た
も
の
だ
｡
大
町
輩
お
住
ま
い
の

曽
根
原
文
平
さ
ん
に
よ
る
と
､
昭
和
九
年
に
白
沢
に

お
い
て
遡
上
し
て
き
た
マ
ス
　
(
サ
ク
ラ
マ
ス
で
あ
ろ

ラ
)
を
取
っ
た
記
憶
が
あ
る
と
言
う
｡
昭
和
の
初
め

ま
で
は
サ
ケ
も
遡
上
し
て
き
た
よ
う
だ
が
､
昭
和
十

年
前
後
を
界
に
し
て
各
河
川
に
発
電
用
の
ダ
ム
が
で

き
､
サ
ケ
､
マ
ス
の
遡
上
が
を
-
在
っ
て
し
ま
っ
た
｡

現
在
の
生
息
域
は
大
き
-
分
け
る
と
､
高
瀬
川
合

よ
せ
ざ
h

流
点
か
ら
寄
沢
の
取
水
堰
ま
で
が
､
イ
ワ
ナ
･
ヤ
マ

メ
･
ア
マ
ゴ
:
一
ジ
マ
ス
･
カ
ジ
カ
な
ど
で
､
取
水

お
お
む

堰
よ
り
上
流
が
概
ね
イ
ワ
ナ
で
あ
る
｡

ひ
と
こ
ろ
少
を
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
た
カ
ジ

カ
が
最
近
ま
た
取
れ
る
よ
う
に
を
っ
て
き
た
の
は
う

れ
し
い
こ
と
だ
｡

篭
川
と
釣
り

岩
小
屋
沢
と
扇
沢
は
､
砂
防
堰
堤
の
連
続
の
た
め

釣
り
場
と
し
て
の
魅
力
は
を
-
在
っ
て
し
ま
っ
た
が
､

篭
用
本
流
は
あ
ま
り
人
工
物
が
を
い
恵
ま
れ
た
川
で

あ
る
｡ヘ

ア
ピ
ン
カ
ー
ブ
付
近
の
三
投
堰
堤
よ
り
上
部
'

岩
小
屋
沢
と
扇
沢
の
合
流
点
の
間
に
小
さ
を
砂
防
堰

堤
が
あ
る
が
､
こ
の
堰
堤
か
ら
合
流
点
の
間
が
い
ち

ば
ん
渓
相
が
良
く
'
落
差
の
あ
る
落
ち
込
み
の
連
続

で
あ
る
｡
生
息
す
る
た
め
の
条
件
が
良
い
た
め
か
昭

和
五
十
年
こ
ろ
ま
で
は
四
十
セ
ン
チ
を
超
す
イ
ワ
ナ

が
よ
く
釣
れ
た
｡
し
か
し
篭
川
は
他
の
川
に
比
べ
る

と
非
常
に
釣
り
に
-
い
川
で
あ
る
｡
三
段
堰
堤
よ
り

下
寿
沢
の
取
水
堰
の
間
は
勾
配
が
き
つ
い
わ
り
に
は

大
き
を
落
ち
込
み
が
牽
く
､
流
れ
が
速
く
泡
た
っ
て

い
る
｡
そ
の
た
め
魚
の
動
き
が
速
い
か
ら
で
あ
る
｡

白
沢
は
爺
ケ
岳
の
懐
か
ら
流
れ
で
る
沢
で
道
路
よ

り
上
は
堰
堤
の
連
続
で
良
い
釣
り
場
で
は
な
い
｡
最
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ケショウヤナギ

卵のチワイ

上
流
の
七
番
目
の
堰
堤
か
ら
上
は
非
常
に
急
峻
に

な
る
た
め
､
大
雨
が
降
る
と
多
量
の
岩
石
を
流
し
出

す
｡
平
成
二
年
の
夏
に
は
本
流
と
の
出
合
い
に
あ
っ

た
堤
を
流
し
て
し
ま
っ
た
｡
こ
の
沢
は
狭
く
奥
行
が

無
い
た
め
厳
冬
期
間
に
は
表
流
水
が
を
く
在
っ
て
し

ま
う
｡
し
か
し
伏
流
水
が
あ
り
大
町
の
大
事
な
水
道

水
源
に
在
っ
て
い
る
｡

黒
沢
は
大
町
の
川
に
は
珍
し
い
滝
の
あ
る
沢
で
､

冬
期
間
も
水
が
切
れ
ず
イ
ワ
ナ
に
と
っ
て
格
好
の
産

卵
場
所
で
あ
る
｡

今
ま
で
に
い
-
つ
か
の
産
卵
場
所
を
見
つ
け
た
｡

寄
沢
の
堰
堤
の
ま
わ
り
で
は
へ
下
流
か
ら
産
卵
の
た

め
に
遡
上
し
て
き
た
魚
が
堰
堤
が
在
る
の
で
上
に
上

れ
ず
､
水
の
切
れ
な
い
場
所
を
選
ん
で
産
卵
を
し
て

い
る
｡
黒
沢
は
前
に
書
い
た
が
､
黒
沢
合
流
点
よ
り

あ
ず
か
下
の
本
流
に
も
産
卵
床
が
あ
っ
た
｡
ま
た
白

沢
に
も
い
く
つ
か
の
産
卵
床
を
確
認
し
て
い
る
｡
他

に
も
湧
水
の
あ
る
小
さ
な
沢
に
産
卵
の
た
め
に
遡
上

し
て
い
た
イ
ワ
ナ
を
確
認
し
て
い
る
｡

大
町
の
川
の
を
か
で
は
等
川
は
イ
ワ
ナ
が
生
思
し

や
す
い
川
た
と
思
わ
れ
る
｡
水
温
も
あ
ま
り
高
く
な

ら
ず
水
量
も
安
定
し
て
お
り
へ
　
ま
た
餌
と
在
る
水
性

昆
虫
が
北
安
曇
の
河
川
の
を
か
で
も
恵
ま
れ
て
多
-
､

夏
場
の
陸
性
昆
虫
も
多
い
｡

イ
ワ
ナ
は
冬
期
問
は
あ
ま
り
捕
食
し
左
い
と
さ
れ

て
い
る
が
'
特
別
採
捕
許
可
証
を
取
り
笹
川
で
調
べ

た
と
こ
ろ
良
く
捕
食
し
て
お
り
肥
満
度
へ
充
満
度
も

充
分
と
の
結
果
が
出
て
い
る
｡

餌
も
あ
り
本
支
流
に
産
卵
場
所
も
多
く
､
北
安
中

部
漁
協
の
放
流
も
あ
っ
て
魚
の
教
は
多
い
｡
私
も
毎

年
七
月
八
月
を
除
い
て
七
百
尾
ほ
ど
釣
っ
て
き
た
が
'

今
は
小
沢
な
ど
に
放
し
生
産
を
計
っ
て
い
る
｡
そ
の

た
め
釣
り
針
の
返
し
は
潰
し
て
い
る
｡
し
か
し
放
流

の
結
果
､
原
種
の
イ
ワ
ナ
が
い
な
-
な
っ
て
し
ま
う

の
が
残
念
で
あ
る
｡

筆
川
の
動
練
物

等
川
で
釣
り
を
し
て
い
る
と
'
よ
く
猿
の
群
れ
に

出
合
う
｡
ひ
と
つ
の
群
れ
は
二
十
な
い
し
三
十
頭
で
'

い
く
つ
か
の
群
れ
が
い
る
｡
い
つ
も
の
年
は
寒
く
な

る
前
に
山
を
下
り
て
き
て
､
雪
が
解
け
る
こ
ろ
に
山

に
上
っ
て
い
く
よ
う
だ
が
､
今
年
は
異
常
気
象
の
せ

い
か
下
っ
て
く
る
の
が
早
か
っ
た
よ
う
だ
｡
十
月
の

初
め
に
白
沢
付
近
で
大
型
観
光
バ
ス
に
ひ
か
れ
そ
う

に
在
る
の
を
見
て
ド
キ
ッ
と
し
た
こ
と
が
あ
る
｡

カ
モ
シ
カ
も
よ
く
見
か
け
る
｡
今
年
は
春
か
ら
夏

を
旧
料
金
所
跡
か
ら
寄
沢
の
あ
た
り
を
浪
ぐ
ら
と
し

て
層
つ
い
て
し
ま
っ
た
一
頭
が
い
た
(
写
真
)
｡

昨
年
春
に
､
北
海
道
日
高
と
上
高
地
(
梓
川
の
一

那
)
に
し
か
を
い
貴
重
種
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
が
五
本

見
つ
か
っ
た
｡
十
年
前
に
大
町
市
史
を
作
る
に
あ
た

っ
て
調
査
し
た
時
に
は
な
か
っ
た
そ
う
だ
｡
な
ぜ
ケ

シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
が
上
高
地
か
ら
遠
い
笹
川
に
生
え
る

よ
う
に
在
っ
た
が
は
今
後
の
調
査
が
必
要
で
あ
る
.

こ
れ
か
ら
先
篭
川
谷
に
入
る
人
は
益
々
増
え
る
と

予
想
さ
れ
る
｡
猿
や
カ
モ
シ
カ
の
交
通
事
故
や
'
貴

重
を
植
物
の
採
取
伐
採
の
な
い
よ
う
注
意
を
促
す
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
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館顔檀ど山

竃
川
の
水

篭
川
谷
は
蓮
華
岳
･
針
ノ
木
岳
･
赤
沢
岳
･
岩
小

屋
沢
岳
に
囲
ま
れ
て
い
て
冬
期
間
の
積
雪
量
が
多
-
'

一
年
中
水
の
と
ぎ
れ
る
こ
と
が
な
い
｡
篭
川
の
水
は

農
業
用
水
と
上
水
道
に
利
用
さ
れ
て
お
り
'
上
水
道

は
大
町
市
の
四
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
ま
か
な
っ
て
い

る
｡
ち
を
み
に
上
白
沢
は
一
日
六
千
ト
ン
､
白
沢
千

二
百
ト
ン
と
在
っ
て
い
る
｡
今
篭
川
は
発
電
所
建
設

問
題
で
揺
れ
て
い
る
｡
ヘ
ア
ピ
ン
カ
ー
ブ
横
の
三
段

堰
堤
か
ら
水
を
抜
き
､
そ
れ
に
白
沢
で
取
水
し
た
水

を
合
あ
せ
､
旧
料
金
所
の
上
部
で
発
電
を
す
る
そ
う

だ
が
'
白
沢
の
水
が
取
水
さ
れ
た
場
合
は
地
下
水
が

枯
渇
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
将
来
大

町
市
内
に
下
水
道
を
完
備
す
る
と
い
う
計
画
も
あ
る
｡

万
が
一
に
も
水
が
足
り
な
く
を
ら
を
い
よ
う
注
意
が

心
安
だ
｡

ま
た
､
川
に
入
る
と
缶
･
ビ
ン
･
ビ
ニ
ー
ル
袋
は

て
は
オ
ー
ト
バ
イ
ま
で
捨
て
て
あ
る
の
を
目
に
す
る
｡

一
人
で
拾
う
の
に
は
限
度
が
あ
る
｡
自
然
を
求
め
て

山
や
川
に
入
る
の
で
あ
る
｡
｢
山
紫
水
明
｣
の
町
大

町
､
そ
の
大
町
の
山
や
渓
谷
が
人
の
手
で
汚
さ
れ
破

壊
さ
れ
'
気
が
つ
い
た
時
は
元
に
戻
す
こ
と
の
出
来

を
い
　
｢
山
死
水
速
の
地
｣
に
在
ら
な
い
よ
う
心
掛
け

た
い
｡

追

　

記

八
月
号
で
書
け
を
か
っ
た
高
瀬
川
の
支
流
水
俣
川

に
九
月
十
一
日
調
査
に
入
っ
た
｡
昭
和
三
十
年
代
ま

で
黒
部
で
職
漁
師
と
し
て
生
活
し
て
い
た
曽
根
原
文

平
さ
ん
に
ご
同
行
い
た
だ
い
た
｡
前
夜
偶
然
に
も
湯

候
の
晴
嵐
荘
に
お
い
で
鬼
窪
善
一
郎
さ
ん
と
お
会
い

し
た
｡
鬼
窪
さ
ん
も
曽
根
原
さ
ん
と
同
じ
こ
ろ
黒
部

で
職
漁
師
を
し
て
お
ら
れ
'
お
二
人
は
旧
知
の
仲
で

昔
話
し
に
花
が
咲
い
た
｡
そ
の
お
り
昭
和
四
十
年
代

の
初
め
ま
で
は
確
か
に
水
俣
川
に
イ
ワ
ナ
の
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
た
｡

翌
日
二
人
で
水
俣
川
を
遡
行
し
､
千
丈
沢
･
天
上

沢
ま
で
入
っ
て
調
べ
た
が
魚
影
は
見
つ
か
ら
な
か
っ

た
｡
理
由
は
昭
和
四
十
四
年
八
月
の
褒
雨
(
葛
温
泉

が
流
さ
れ
た
)
で
イ
ワ
ナ
が
い
な
く
を
り
'
そ
の
後

遡
上
復
活
が
な
さ
れ
を
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
｡

(
水
俣
川
は
P
H
5
)

晴
嵐
碇
の
上
流
の
噴
揚
丘
に
行
-
桟
道
が
鬼
窪
さ

ん
た
ち
の
手
で
本
年
九
月
に
改
修
さ
れ
た
こ
と
は
有

難
い
こ
と
だ
｡

お
お
り
に
七
十
六
殿
の
ご
高
齢
に
も
か
か
あ
ら
ず
､

吊
り
橋
や
桟
道
の
な
く
な
っ
た
水
俣
川
を
､
十
時
間

あ
ま
り
に
も
わ
た
り
ご
同
行
い
た
だ
い
た
曽
根
原
さ

ん
に
お
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
｡

(
大
町
市
荏
住
)

博
物
館
だ
よ
り

的
周
年
記
念
刊
行

山
岳
博
物
館
創
立
4
0
周
年
を
記
念
し
て
次
の
二
点

を
刊
行
し
ま
し
た
｡

『
市
立
大
町
山
岳
博
物
館
0
0
年
の
歩
み
』

B
5
判
並
製
　
1
1
9
ペ
ー
ジ
一
部
カ
ラ
ー
印
刷

山
岳
博
物
館
4
0
年
の
沿
革
･
主
な
活
動
の
記
録
｡

『
カ
モ
シ
カ
　
氷
河
期
を
生
き
た
動
物
』

A
5
判
並
製
禦
-
ジ
　
カ
ラ
ー
印
刷

ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
の
生
態
･
生
理
病
理
･
飼
育
を

中
心
に
わ
か
り
や
す
-
記
述
｡
山
岳
博
物
館
編
｡

｢
4
0
年
の
歩
み
』
は
原
則
と
し
て
公
的
機
関
に
限
り

お
わ
け
し
ま
す
｡
ご
希
望
の
方
は
ご
連
絡
-
だ
さ
い
｡

(
無
償
･
送
料
別
途
)

『
カ
モ
シ
カ
』
は
信
濃
毎
日
新
聞
社
か
ら
市
販
さ
れ

て
い
ま
す
｡
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
｡
(
二
千
五
百
円
)

ま
た
､
当
館
編
『
ラ
イ
チ
ョ
ウ
』
も
二
月
上
旬
に
刊

行
を
予
定
し
て
い
ま
す
｡

山
と
博
物
館
第
3
6
巻
第
日
号

一
九
九
一
年
十
一
月
二
十
五
日
発
行

発
行
所
　
長
野
県
大
町
市
　
T
E
L
8
二
二

大

　

町

　

山

　

岳

　

博

　

物

　

館

印
刷
所
　
長
野
県
大
町
市
債
町

大

　

糸

　

タ

イ

　

ム

　

ス

　

印

　

刷

部

定
　
価
　
年
額
　
二
二
三
〇
円
(
送
的
共
)
(
切
手
不
可
)

郵
便
振
替
口
座
番
号
(
良
好
四
-
二
二
二
九
三
)


