


ネ
コ
の
魔
法

岩い
わ

合ご
う 

光み
つ

昭あ
き

エッセイ 千字文

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
５
０
年
東
京
都
生
ま
れ
。
動
物
写
真
家
と
し
て

世
界
中
で
野
生
動
物
を
撮
影
し
、
１
９
８
６
年
に
は

日
本
人
写
真
家
と
し
て
初
め
て
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル 

ジ
オ

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
』
誌
の
表
紙
を
飾
る
。
ネ
コ
の
写
真

も
絶
大
な
人
気
を
ほ
こ
り
、「
ね
こ
」「
ね
こ
歩
き
」

な
ど
の
写
真
展
が
全
国
で
開
催
さ
れ
る
。
写
真
集
は

『
お
き
て
』（
小
学
館
）、『
ふ
る
さ
と
の
ね
こ
』（
ク
レ

ヴ
ィ
ス
）
な
ど
多
数
。

 1    

月刊

1月号目次

　
ネ
コ
と
の
出
会
い
は
意
外
に
遅
く
、
高
校
生
に
な
っ
て

か
ら
だ
。
京
浜
工
業
地
帯
の
蒲
田
で
育
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

そ
れ
ま
で
ネ
コ
と
い
え
ば
道
を
横
切
る
ノ
ラ
く
ら
い
だ
っ

た
。

　
同
級
生
の
家
に
遊
び
に
行
っ
た
時
の
こ
と
。
彼
の
家

の
内
外
に
は
二
八
匹
の
ネ
コ
が
い
た
。
そ
の
う
ち
の
一
匹

を
彼
は
肩
に
乗
せ
、
ネ
コ
の
顔
を
間
近
に
見
せ
て
く
れ
た
。

ご
自
慢
の
ネ
コ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
時
、
ま
っ

た
く
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
こ
と
が
僕
の
身
体
に
起
き
た
。

目
の
周
り
が
急
に
熱
く
な
り
涙
が
溢あ

ふ

れ
て
く
る
。
焦
っ
た
。

ネ
コ
を
見
て
泣
い
た
な
ど
格
好
が
悪
く
て
説
明
出
来
な
い
。

何
と
か
彼
が
振
り
向
く
前
に
涙
を
ぬ
ぐ
っ
た
。
何
に
感
動

し
た
の
か
、
大
き
な
瞳
に
や
ら
れ
た
の
か
、
い
や
、
可
愛

さ
だ
け
で
は
な
い
。
ど
う
や
ら
一
瞬
で
ネ
コ
の
魔
の
手
に

落
ち
た
…
…
も
と
い
、
魔
力
に
惹ひ

か
れ
て
し
ま
っ
た
ら
し

い
。
自
分
と
違
う
生
命
を
身
体
が
震
え
る
ほ
ど
愛
お
し

く
感
じ
た
こ
と
も
初
め
て
で
、た
だ
た
だ
、衝
撃
的
だ
っ
た
。

　
あ
れ
か
ら
、
半
世
紀
近
く
が
過
ぎ
た
。
現
在
、
N
H
K 

B
S
プ
レ
ミ
ア
ム
で
「
岩
合
光
昭
の
世
界
ネ
コ
歩
き
」
と

い
う
番
組
を
作
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
五
年
間
で
訪
れ
た

国
は
四
〇
カ
国
ほ
ど
。
長
年
、
ネ
コ
を
探
し
て
い
た
ら
、

基
本
的
に
ヒ
ト
の
住
む
と
こ
ろ
に
は
必
ず
ネ
コ
が
い
る
と

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
北
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
南
は
ペ
ル
ー

ま
で
、
ネ
コ
が
暮
ら
す
村
や
町
を
訪
ね
て
い
る
。
世
界
遺

産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
土
地
や
建
物
の
中
で
も
、
そ
こ
で

暮
ら
す
ネ
コ
を
見
つ
け
て
撮
影
を
す
る
。
撮
影
許
可
を
取

得
す
る
の
が
難
し
い
場
所
で
も
、「
ネ
コ
」
と
い
う
と
不

思
議
と
許
可
が
下
り
て
し
ま
う
こ
と
が
多
々
あ
る
。
そ
れ

が
ネ
コ
と
い
う
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
撮
影
時
は
、
ほ
と
ん
ど
這は

い
つ
く
ば
っ
て
い
る
。
ネ
コ

の
目
線
に
な
る
た
め
に
、
そ
の
高
さ
で
カ
メ
ラ
を
構
え
る

か
ら
だ
。
そ
の
甲か

斐い

も
あ
る
よ
う
で
、
番
組
を
観
て
く
れ

る
ネ
コ
が
多
く
、
制
作
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
は
世
界
一
ネ
コ
視

聴
率
の
高
い
番
組
だ
と
豪
語
し
て
い
る
（
笑
）。
地
面
す

れ
す
れ
に
カ
メ
ラ
を
構
え
る
こ
と
で
、
土
地
の
色
や
質
が

見
え
て
く
る
。
道
や
建
物
の
建
ち
方
、
ヒ
ト
の
足
元
も
見

え
て
く
る
。
ネ
コ
を
通
し
て
村
や
町
が
見
え
て
く
る
。

　
先
日
、「
ネ
コ
は
家
畜
化
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
ら

ヒ
ト
に
近
づ
い
て
来
た
の
で
は
な
い
か
。
何
故
な
ら
遺
伝

子
が
変
化
し
た
形
跡
が
な
い
」
と
学
者
が
発
表
し
た
。
ネ

コ
は
野
生
を
残
し
な
が
ら
、
私
た
ち
と
寄
り
添
う
。
ヒ
ト

の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
ネ
コ
に
、
会
う
た
び
魔
法
を
か

け
ら
れ
て
、
こ
れ
か
ら
も
付
き
合
っ
て
い
く
の
だ
と
思
う
。
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た
ち
を
捕
ま
え
、
実
験
を
し
、
そ
う
し
て
病
理
の
究
明
が

進
ん
だ
。
猫
踊
り
病
、
後
世
に
い
う
水
俣
病
は
、
猫
が
踊

ら
な
か
っ
た
ら
も
っ
と
被
害
が
甚
大
に
な
っ
て
い
た
か
も
知

れ
な
い
。
量
子
力
学
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
解
釈
で
は
、
箱
の

な
か
を
観
察
し
な
い
限
り
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
猫
の
生

死
は
永
遠
に
闇
の
な
か
で
あ
る
。
だ
が
、
パ
ン
ド
ラ
の
箱

を
開
け
な
け
れ
ば
、
問
題
解
決
の
希
望
す
ら
得
ら
れ
な
い
。

九
つ
も
命
を
も
つ
と
い
う
猫
は
、
と
き
に
、
死
す
る
こ
と
で

人
を
救
っ
て
き
て
い
る
の
だ
。
自
分
は
日じ
つ

月げ
つ
を
切
り
落
と

し
、
天
地
を
粉ふ
ん

韲せ
い

し
て
不
可
思
議
の
太
平
に
入
り
つ
つ
、
序つ
い

で
に
誰
か
を
救
っ
て
く
れ
ち
ゃ
う
の
だ
か
ら
何
と
も
抜
け

目
な
く
て
、「
ら
し
い
」
で
は
な
い
か
。

世
界
各
地
で
男
性
の
欲
を
満
た
し
て
い
る
薄
暗
い
猫
の

家
（c

キ
ャ
ッ
ト

at h

ハ
ウ
ス

ouse

【
＝
売
春
宿
・
遊ゆ
う

廓か
く

】）
は
時
代
が
下
っ
て

数
を
減
ら
し
た
。
近
年
の
日
本
で
は
、
日
夜
明
々
と
し
た

猫
カ
フ
ェ
や
、
長の
ど
か閑

な
猫
島
と
い
っ
た
空
間
が
、
癒
し
を
求

め
る
老
若
男
女
に
人
気
を
博
し
て
い
る
。
発
情
期
に
裏
庭

で
嬌
き
ょ
う

声せ
い
を
上
げ
て
は
冷
や
水
で
追
い
払
わ
れ
る
猫
も
、
次

第
に
、
庭
と
と
も
に
住
宅
街
か
ら
消
え
て
い
っ
た
。
野
良

猫
は
都
会
か
ら
離
れ
、
飼
い
猫
も
ロ
ク
ロ
ク
散
歩
に
外
出

で
き
な
い
時
代
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
人
間
本
位
の
生
活
に

や
や
強
引
に
と
り
込
ま
れ
、
自
由
と
反
抗
の
象
徴
で
あ
っ

た
猫
か
ら
、
肝
腎
な
自
由
が
奪
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
以
上
、猫
の
反
感
を
買
っ
て
は
な
ら
な
い
。手
を
引
っ

搔か

か
れ
て
顔
が
腫
れ
上
が
っ
た
こ
と
の
あ
る
一
介
の
猫
好
き

と
し
て
進
言
し
た
い
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
蝶ち
ょ
うが
羽は

搏ば
た
い
て
テ
キ

サ
ス
が
竜
巻
に
見
舞
わ
れ
る
よ
う
に
、
松
明
を
結
わ
れ
た

「
猫
の
尻
尾
で
街
が
焼
き
尽
く
さ
れ
る
よ
う
な
（b

ブ
シ
ェ

úše 

i

イ
ス
マ
ル
ツ
ェ

súm
alce š

シ
ャ
ハ
ル

áhar g

グ
ル
ム

hulúm
 j

ジ
ュ
ア
ン

uán

：

ブ
ル
シ
ャ
ス
キ
ー
語
）」

「
飼
い
犬
は
自
分
の
こ
と
を
人
だ
と
思
っ
て
い
る
。
飼
い

猫
は
人
の
こ
と
を
大
き
な
猫
だ
と
思
っ
て
い
る
」

ど
こ
か
ら
と
な
く
聞
こ
え
て
来
た
言
説
で
あ
る
が
、
つ

い
膝
を
打
っ
て
し
ま
う
直
観
で
は
な
い
か
。

世
に
も
可
愛
い
猫
た
ち
は
、
い
つ
だ
っ
て
適
度
な
距
離

を
保
ち
つ
つ
、
人
の
生
活
の
端
々
に
姿
を
見
せ
て
い
る
。

地
点
も
時
点
も
問
わ
ず
に
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
犬
ほ
ど
一

貫
し
て
い
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ

て
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

吉
祥
か
凶
兆
か

例
え
ば
「
猫
た
ち
が
い
な
い
と
鼠ね
ず
み

ど
も
が
の
さ
ば
る

（Q

ク
ォ
ー

uo n

ノ
ー
ン

on v

ウ
ェ
ル
サ
ン
ト
ゥ
ル

ersantur c

カ
テ
ィ
ー

ati, m

ム
ー
レ
ー
ス

ures d

ド
ミ
ナ
ン
ト
ゥ
ル

om
inantur

：

ラ
テ

民
博 

人
類
基
礎
理
論
研
究
部

吉よ
し

岡お
か 

乾の
ぼ
る

犬
と
猫
。
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
動
物

の
二
大
ス
タ
ー
の
う
ち
、
干
支
に
な
っ
た
の
は

犬
だ
け
だ
。
し
か
し
今
年
は
猫
派
の
方
の
ご
要

望
に
も
お
応
え
し
、
干
支
シ
リ
ー
ズ
の
番
外
と

し
て
猫
を
と
り
上
げ
る
。
一
二
年
前
の
本
誌
犬

特
集
と
並
べ
、
犬
派
の
方
に
も
猫
派
の
方
に
も

楽
し
い
新
年
を
お
迎
え
い
た
だ
き
た
い
。

駅
長
見
習
い
と
と
も
に
、
人
を
呼
び
続
け
て
い
る
。
猫
に

よ
る
加
護
は
、
は
る
か
む
か
し
の
エ
ジ
プ
ト
で
も
折
り
紙

付
き
だ
。

一
方
で
、
日
本
で
は
黒
猫
が
行
く
手
を
横
切
っ
た
ら
凶

兆
と
さ
れ
、
遠
く
パ
キ
ス
タ
ン
で
も
「
猫
が
横
切
る
（b ビ
ッ
リ
ー

ill ī 
u

ウ
ラ
ー
ン
グ
ナ
ー

l
ghn ā

：

ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
）」
の
は
旅
の
不
幸
を
告
げ
る
ジ

ン
ク
ス
に
な
る
。由
緒
正
し
い
セ
ル
ビ
ア
の
吸
血
鬼
は
、墓
を

猫
な
ど
の
不
浄
な
生
物
が
跨ま
た

ぐ
こ
と
で
、
そ
の
死
体
が
化

け
て
出
る
と
伝
え
る
し
、同
じ
く
ス
ラ
ヴ
語
圏
で「
彼
ら
の
あ

い
だ
に
黒
猫
が
い
る（m

メ
ヂ
ュ

eđu n

ニ
マ

jim
a c

ツ
ル
ナ

rna m

マ
チ
カ

ačka

：ツ
ル
ナ

ゴ
ー
ラ﹇
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
﹈語
）」と
い
え
ば
、
不
仲
を
意
味
す
る
。

夜
世
界
と
昵じ
っ
懇こ
ん
な
黒
猫
は
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
魔
女
の
お
供
、

恰か
っ

好こ
う
の
イ
メ
ー
ジ
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
定
着
し
て
い
る
し
、ポ
ー

ラ
ン
ド
の
黒
猫
は
八
年
で
悪
魔
に
な
っ
た
り
も
し
た
。

ち
ょ
う
ど
の
距
離
感

そ
の
よ
う
に
好
ま
れ
嫌
わ
れ
る
猫
を
観
察
す
る
こ
と
で

得
ら
れ
る
知
見
も
あ
る
。
眼
前
で
「
猫
を
好
奇
心
が
殺
し

た
（c

キ
ュ
リ
ア
ス
テ
ィ

uriosity k

キ
ル
ド

illed t

ザ

he c

キ
ャ
ッ
ト

a
t

：

英
語
）」
の
を
教
訓
に
、

藪や
ぶ

を
つ
つ
く
の
を
や
め
よ
う
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
。
か
つ

て
あ
る
港
で
は
、
猫
が
踊
り
、
夕
刻
に
崖
か
ら
身
投
げ
し

て
行
く
の
を
見
た
住
民
が
、
異
常
事
態
を
確
信
し
た
。
猫

ン
語
）」
と
諺
こ
と
わ
ざが
い
い
、
一
九
九
六
年
の
民
営
化
ま
で
英
国

鉄
道
が
ケ
ー
ブ
ル
警
備
に
と
二
〇
〇
匹
の
猫
を
雇
っ
て
い

た
よ
う
に
、
人
を
守
る
も
の
と
し
て
の
猫
の
存
在
が
あ
る
。

養
蚕
地
で
は
、
丹
後
峰
山
の
金
刀
比
羅
神
社
に
狛こ
ま

猫ね
こ
が
い

る
よ
う
に
、
家
々
を
守
っ
て
く
れ
る
猫
が
あ
り
が
た
い
。
彦

根
の
ゆ
る
キ
ャ
ラ
「
ひ
こ
に
ゃ
ん
」
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
猫

が
雨
中
の
井
伊
直
孝
を
招
き
入
れ
た
世
田
谷
の
豪
徳
寺
を

は
じ
め
、
日
本
各
地
の
寺
社
が
起
源
を
相
唱
え
る
招
き
猫

だ
っ
て
、
客
や
財
、
延ひ

い
て
は
福
を
呼
び
込
ん
で
人
を
助

け
る
。
和
歌
山
電で
ん

鐵て
つ

貴
志
川
線
の
ウ
ル
ト
ラ
駅
長
「
た
ま
」

は
、
廃
線
に
直
面
し
た
当
路
線
を
救
い
、
今
で
も
貴
志
駅

の
た
ま
神
社
で
「
た
ま
大
明
神
」
と
し
て
、「
ニ
タ
マ
（
た

ま
II
世
）」
ス
ー
パ
ー
駅
長
や
伊い

太だ

祈き

曽そ

駅
の
「
よ
ん
た
ま
」

出
来
事
は
、
い
つ
ど
こ
で
起
こ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
各
地

で
は
、
野
良
化
し
た
捨
て
猫
が
「
外
来
種
」
と
し
て
生
態

系
に
爪
を
立
て
だ
し
た
。

高
遠
な
ネ
コ
の
世
界

多
世
界
解
釈
の
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
猫
は
、
命
を
賭

し
て
、
見
ら
れ
る
た
び
に
世
界
を
倍
々
に
増
や
す
。
だ
け
ど
、

ど
の
世
界
で
も
猫
は
き
っ
と
、
犬
の
よ
う
に
他
者
の
た
め
に

は
遊
ば
ず
、
愛
ら
し
く
、
気き

儘ま
ま
で
、
自
分
だ
け
の
た
め
に
遊

ぶ
の
だ
。
そ
う
あ
る
べ
き
な
の
だ
か
ら
、
そ
う
あ
ら
せ
よ
。

人
は
猫
を
道
具
に
は
で
き
な
い
。
対
等
で
上
々
な
の
だ
か
ら
、

高
望
み
を
や
め
よ
う
。
K
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
が
猫
か
ら
高
尚
な

人
生
の
閃ひ
ら
めき
を
貰
っ
た
よ
う
に
、
E

・

T

・

A
・
ホ
フ
マ
ン

や
夏
目
漱
石
が
銘
々
に
見
識
高
い
猫
の
語
り
を
代
筆
さ
せ
て

貰も
ら
っ
た
よ
う
に
、
人
は
猫
か
ら
迂う

遠え
ん
な
恩
恵
に
与あ
ず
かる
く
ら
い

が
ち
ょ
う
ど
良
い
。
そ
ん
な
猫
と
人
と
の
つ
き
あ
い
を
見
つ

つ
古
今
東
西
を
横
切
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
ひ
と
つ
の
寄
せ
絵

に
な
ろ
う
。

豪徳寺には、福を招いた実績をもつ「招福猫児（まねぎねこ）」が奉納されている（2017年）

「ねこ」の語源は諸説ある。よく寝ているから「寝子」というのも、
「ねー」と鳴くから「ねこ」（「わんこ」「べこ」に同じ）というのもある
（2008年）

峰山にある金刀比羅神社（「こんぴらさん」）の
狛猫。丹後ちりめん発祥のこの地で、猫は守
り神だ（2017年）

﹇
写
真
上
か
ら
﹈

張
り
子
人
形 

猫
達
磨
（
日
本
、
H
0
0
1
4
2
4
4
）

影
絵
人
形
芝
居
用
人
形 

山
猫
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
H
0
0
6
7
7
9
6
）

切
り
絵 

黒
猫
（
中
国
、
H
0
1
7
0
4
5
4
）
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カ
イ
ロ
の
裏
通
り
を
歩
く
と
、
路
上
や
石
垣
を
気
ま
ま

に
歩
く
ネ
コ
に
遭
遇
す
る
。
現
代
の
エ
ジ
プ
ト
人
の
生
活

に
溶
け
込
む
ネ
コ
は
、
古
代
の
エ
ジ
プ
ト
で
も
身
近
な
動

物
で
あ
っ
た
と
同
時
に
神
聖
な
動
物
と
し
て
崇あ
が
め
ら
れ
た
。

ネ
コ
の
女
神
バ
ス
テ
ト
は
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
が
抱
い

た
ネ
コ
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
。

バ
ス
テ
ト
は
通
常
、
ネ
コ
の
姿
、
あ
る
い
は
ネ
コ
の
頭
を

も
つ
人
間
の
姿
で
あ
ら
わ
さ
れ
、
ブ
バ
ス
テ
ィ
ス
（
カ
イ

ロ
の
北
東
約
八
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
現
在
の
テ
ル
・
バ
ス
タ
）

を
中
心
に
エ
ジ
プ
ト
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
崇
拝
さ
れ
た
。

バ
ス
テ
ト
は
、初
期
王
朝
時
代（
前
三
一
世
紀
〜
前
二
七
世
紀
）

か
ら
登
場
し
、
王
や
死
者
を
保
護
す
る
役
割
を
担
っ
た
。

し
か
し
、
時
代
の
経
過
と
と
も
に
人
気
を
博
し
、
そ
の
姿

や
役
割
を
変
化
さ
せ
て
ゆ
く
。

嫌
わ
れ
た
招
き
猫

招
き
猫
は
、
今
日
ち
ょ
っ
と
し
た
フ
ァ

ン
シ
ー
・
グ
ッ
ズ
の
ひ
と
つ
に
な
っ

て
い
る
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
し
て
い

る
と
い
う
人
も
、
い
な
く
は
な
い
。

手
招
き
を
す
る
猫
の
人
形
が
世
に

あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
一
九
世
紀
の

な
か
ご
ろ
で
あ
っ
た
。『
武ぶ

江こ
う

年
表
』

（
第
九
巻
）
が
、
一
八
五
二
（
嘉
永
五
）
年

の
記
録
に
、
そ
の
こ
と
を
書
き
と
め
て
い
る
。

浅
草
三
社
権
現
脇
で
、「
泥で
い

塑そ

の
猫
」
が
売
ら

れ
人
気
を
集
め
て
い
た
、
と
。
た
だ
し
、「
心
あ
る
人
は
用

い
ず
」
と
も
、
の
べ
そ
え
て
い
る
。

玩
具
研
究
で
知
ら
れ
る
有あ
り

坂さ
か

與よ

太た

郎ろ
う

は
、『
郷
土
玩
具

大
成
第
一
巻
東
京
編
』
で
、
こ
う
書
い
た
。「
招
猫
を
迎
え

る
階
級
は
主
と
し
て
娼
家
に
限
ら
れ
て
い
る
」、
と
。
一
九

三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
の
指
摘
で
あ
る
。

井い

伏ぶ
せ

鱒ま
す
二じ

は
『
駅
前
旅
館
』（
一
九
五
七
年
）
の
主
人
公
に
、

こ
う
語
ら
せ
た
。「
ち
か
ご
ろ
、
た
い
て
い
の
飲の
み

屋や

で
招
き

猫
を
置
い
て
る
ね
。
や
っ
ぱ
し
こ
れ
も
流
行
か
ね
」、
と
。

こ
の
質
問
に
店
の
女
将
は
、
こ
た
え
て
い
る
。
街
の
顔
役

に
お
し
付
け
ら
れ
、「
嫌
で
嫌
で
た
ま
ら
な
い
け
れ
ど
飾
っ

て
い
る
」
の
だ
、
と
。

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授

井い
の
上う
え 

章し
ょ
う

一い
ち

関
西
大
学
大
学
院
博
士
課
程

関
西
大
学
国
際
文
化
財
・
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
サ
ー
チ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト

肥ひ

後ご 

時と
き
尚ひ
さ

も
と
も
と
は
ラ
イ
オ
ン
の
女
神
？

バ
ス
テ
ト
と
い
え
ば
、
ネ
コ
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
こ

と
が
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
初
期
の
資
料
に
は
、
雌
ラ

イ
オ
ン
の
姿
の
女
神
に
バ
ス
テ
ト
の
名
前
が
し
る
さ
れ
て

い
る
。
も
と
も
と
バ
ス
テ
ト
は
、
ラ
イ
オ
ン
の
獰ど
う

猛も
う
さ
と

母
親
の
優
し
さ
を
も
ち
併
せ
た
女
神
で
あ
っ
た
。
し
か
し

そ
の
後
、
セ
ク
メ
ト
や
マ
ヘ
ス
と
い
っ
た
ラ
イ
オ
ン
の
姿

を
も
つ
他
の
神
々
に
凶
暴
な
性
格
を
譲
っ
た
の
か
、
中
王

国
時
代
（
前
二
二
世
紀
〜
前
一
八
世
紀
）
に
は
ネ
コ
の
姿
で

も
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
穏
や
か
な
女
神
の
一
面
が

強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ネ
コ
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
バ
ス
テ
ト
の
性
格
は
、
し
ば

し
ば
雌
ラ
イ
オ
ン
の
女
神
セ
ク
メ
ト
と
対
比
さ
れ
る
。
セ

ク
メ
ト
が
凶
暴
性
や
戦
争
、
病
疫
を
司
つ
か
さ
どる
荒
々
し
い
女
神

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
バ
ス
テ
ト
は
穏
や

か
さ
や
保
護
、
女
性
の
多
産
性
を
象
徴

す
る
女
神
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
エ
ジ
プ

ト
人
が
ネ
コ
と
ラ
イ
オ
ン
に
抱
く
イ
メ
ー

ジ
を
そ
の
ま
ま
女
神
の
性
格
に
反
映
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
時
代
は
下
る
が
、
プ
ト

レ
マ
イ
オ
ス
朝
時
代(
前
四
世
紀
〜
後
一
世

紀)

の
「
ア
ン
ク
シ
ェ
シ
ョ
ン
ク
ィ
の
教

訓
」
に
は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
一
節
が

し
る
さ
れ
て
い
る
。「
男
が
没も
つ

薬や
く

を
嗅
ぐ

と
き
、
そ
の
妻
は
彼
に
対
し
て
ネ
コ
と
な

り
、
嘆
く
と
き
に
は
雌
ラ
イ
オ
ン
と
な

縁
起
棚
の
人
形

招
き
猫
は
、
一
九
世
紀

中
葉
に
、
芸げ
い

娼し
ょ
う

妓ぎ

と
か

か
わ
る
店
へ
お
か
れ
だ
し

た
。
嫖
ひ
ょ
う

客か
く

を
招
く
縁
起
物

と
し
て
、
縁
起
棚
へ
か
ざ
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
般
社

会
か
ら
は
、
い
や
ら
し
い
物
と
し
て
、
な
が
ら
く
敬
遠
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
の
な
か
ご
ろ
に
は
、
渡

世
人
ら
の
手
も
介
し
て
、
花
街
の
外
へ
広
ま
り
だ
す
。
例

え
ば
、
酒
場
な
ど
に
。
そ
れ
は
、
売
買
春
の
場
か
ら
世
間

へ
広
が
っ
た
置
き
物
に
、
ほ
か
な
ら
な
い
。

る
」。
古
代
エ
ジ

プ
ト
人
の
女
性
に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
現
代
に
も
通
じ

る
よ
う
な
優
し
さ
と
厳
し
さ
を
兼
ね
合
わ
せ
た
も
の
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

空
前
の
「
ネ
コ
ブ
ー
ム
」
か
ら
現
代
へ

エ
ジ
プ
ト
の
神
々
の
な
か
で
も
古
株
の
バ
ス
テ
ト
女
神

で
あ
る
が
、
エ
ジ
プ
ト
第
二
二
王
朝
時
代
（
前
一
〇
世
紀
〜

前
八
世
紀
）に
な
り
、
最
大
の
転
機
を
迎
え
る
。
王
朝
の
首

都
が
バ
ス
テ
ト
信
仰
の
中
心
地
、ブ
バ
ス
テ
ィ
ス
へ
と
移
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
バ
ス
テ
ト
は
王
公
認
の
神

と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
、
絶
大
な
人
気
を
博
す
こ
と
と

な
っ
た
。ま
さ
し
く
空
前
の
ネ
コ
ブ
ー
ム
で
あ
る
。そ
し
て
、

そ
の
後
も
バ
ス
テ
ト
は
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
が
終
し
ゅ
う

焉え
ん

を
迎
え
る
ま
で
の
一
〇
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
妊
婦

や
幼
児
を
保
護
す
る
身
近
な
慈
愛
の
女
神
と
し
て
人
び
と

の
生
活
に
溶
け
込
み
、
愛
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。

現
代
の
エ
ジ
プ
ト
人
が
も
つ
ネ
コ
へ
の
親
近
感
は
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
古
代
の
愛
情
の
名な
ご
り残

な
の
か
も
し
れ
な

い
。一

九
世
紀
ま
で
の
遊
里
で
は
、
縁
起
棚
へ
男
根
の
模
造

品
を
お
い
て
い
た
。
生
殖
器
崇
拝
の
典
型
と
い
う
べ
き
か
。

遊
女
た
ち
は
、
男
の
一
物
を
象
か
た
ど

っ
た
造
形
物
に
、
手
を
あ

わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
い
客
が
来
ま
す
よ
う
に
、
と
。

西
洋
と
の
交
際
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
は
、
そ
の
取
締
り

が
き
び
し
く
な
る
。
幕
府
も
明
治
新
政
府
も
、
本
格
的
な

摘
発
に
の
り
だ
し
た
。
招
き
猫
に
は
、
そ
の
代
替
品
と
し

て
、同
じ
縁
起
棚
へ
お
か
れ
て
い
っ
た
と
い
う
一
面
が
あ
る
。

男
根
か
ら
猫
へ
の
移
行
期
に
作
ら
れ
た
と
お
ぼ
し
き
遺

物
も
、
な
く
は
な
い
。
招
き
猫
を
手
に
も
ち
、
上
へ
引
っ

ぱ
り
あ
げ
る
と
、
下
か
ら
男
根

模
型
が
出
て
く
る
。
そ

ん
な
細
工
物
も
、
見

た
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
な
ど
は
、

文
字
ど
お
り

「
猫
を
か
ぶ
っ

た
」
ケ
ー
ス
の
、

そ
の
代
表
例
で
あ

ろ
う
。

「
猫
を
か
ぶ
る
」
と
い
う

慣
用
句
の
語
源
も
、
そ
こ
に
あ
る
。
生
殖
器
崇
拝
の
内
実

を
、
猫
の
外
被
で
糊こ

塗と

し
た
歴
史
に
根
ざ
し
て
い
る
と
、

わ
た
し
は
考
え
る
。
コ
レ
ク
タ
ー
に
つ
げ
る
べ
き
か
ど
う

か
は
、
判
断
が
む
ず
か
し
い
の
だ
が
。

バステト（BAstt）表記の
2例。エジプト語で「ブ
バスティスの女性」の意
味をもつバステトは、ネ
コの女神でありながら、
ネコと関係する象形文
字は使用されていない

カイロの裏通りを歩くネコ（2017年）

バステト女神像（ニュー・カールスバーグ美術館、末森薫撮影、2017年）

土人形（H0013847）

張り子人形（H0014427）
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猫
は
か
わ
い
い
。
そ
の
気
持
ち
は
江
戸
時
代
の
人
も
同

じ
だ
っ
た
よ
う
だ
。

と
り
わ
け
猫
好
き
と
し
て
知
ら
れ
、
浮
世
絵
の
作
品
が

多
く
残
っ
て
い
る
の
が
江
戸
時
代
後
期
の
浮
世
絵
師
歌
川

国
芳
で
あ
る
。
弟
子
が
描
い
た
厳い
か
め
し
い
肖
像
か
ら
は
想

像
し
に
く
い
が
（
図
１
）、
つ
ね
に
五
、
六
匹
の
猫
を
飼
っ

て
い
て
、
懐
に
入
れ
た
猫
に
物
語
を
聞
か
せ
な
が
ら
絵
を

描
い
て
い
た
だ
の
、
愛
猫
の
死
に
あ
た
り
、
戒
名
を
付
け

位い

牌は
い

を
飾
っ
た
だ
の
愛
猫
家
ら
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝

わ
っ
て
い
る
（
図
２
、
猫
を
抱
え
る
国
芳
自
画
像
）。
さ
す
が

暮
ら
し
を
と
も
に
し
て
い
た
だ
け
あ
っ
て
国
芳
は
良
く
観

察
し
て
お
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
し
ぐ
さ
や
表
情
な
ど
生
き

生
き
と
し
た
猫
の
姿
を
写
し
と
っ
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
猫
ブ
ー
ム

そ
の
国
芳
が
描
い
た
猫
の
浮
世
絵
が
天
保
一
二
〜
一
三

（
一
八
四
一
〜
四
二
）
年
ご
ろ
、
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
。
こ
の
と

キ
ャ
ッ
ト
ハ
ン
タ
ー

今
か
ら
三
〇
年
前
、
わ
た
し
は
ア
フ
リ
カ
南
部
の
カ
ラ

ハ
リ
砂
漠
の
大
地
を
歩
い
て
い
た
。
弟
子
入
り
し
て
い
た

現
地
に
暮
ら
す
サ
ン
（
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン
）
の
ハ
ン
タ
ー
と
数

匹
の
犬
と
一
緒
で
あ
る
。
カ
ラ
ハ
リ
砂
漠
は
見
渡
す
限
り

地
平
線
か
ら
な
る
平へ
い

坦た
ん

地ち

で
あ
り
、
大
海
原
の
な
か
に
い

る
よ
う
な
錯
覚
を
起
こ
す
場
所
だ
。
わ
た
し
は
、ハ
ン
タ
ー

の
す
ぐ
後
ろ
で
か
な
り
前
方
を
歩
く
犬
の
動
き
を
注
視
し

て
い
た
。
す
る
と
、
一
匹
の
犬
が
走
り
出
し
た
。
何
か
の

獲
物
を
追
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、
犬
に
追
い
詰
め

ら
れ
て
樹
高
一
〇
メ
ー
ト
ル
余
り
あ
る
木
の
上
に
登
っ
た
。

野
生
ネ
コ
だ
。
ハ
ン
タ
ー
は
木
の
棒
を
投
げ
て
ネ
コ
を
木

か
ら
落
と
し
て
か
ら
、
犬
が
ネ
コ
に
く
ら
い
つ
い
て
い
る

あ
い
だ
に
棒
で
仕
留
め
た
。
捕
獲
し
た
ネ
コ
は
村
ま
で
運

ば
れ
て
か
ら
解
体
さ
れ
た
。
肉
は
自
家
消
費
さ
れ
て
、
毛

名
古
屋
市
博
物
館
学
芸
員

津つ

田だ 

卓た
か
子こ

民
博 

人
類
文
明
誌
研
究
部

池い
け

谷や 

和か
ず

信の
ぶ

き
描
か
れ
た
の
は
、
当
時
評
判
を
と
っ
て
い
た
見
世
物
興

業
（
鞠ま

り

の
曲
芸
）
を
擬
人
化
し
た
猫
で
描
い
た
も
の
や
、

歌
舞
伎
役
者
の
似
顔
絵
を
「
猫
顔
」
で
描
い
た
役
者
絵
な

ど
で
あ
る
。
ま
た
、
お
こ
ま
と
い
う
猫
の
波は

瀾ら
ん

万ば
ん

丈じ
ょ
う

人
生

（
猫
生
？
）
を
テ
ー
マ
と
し
た
小
説
の
挿
絵
も
描
い
て
お
り
、

そ
こ
で
も
役
者
の
似
顔
絵
猫
が
登
場
す
る
。
擬
人
化
猫
な

ら
ぬ
、
擬
猫
化
役
者
絵
と
で
も
よ
び
た
い
も
の
だ
。
例
え

ば
少
し
時
代
が
下
る
作
例
だ
が
、「
流
行 

猫
の
戯　

お
し

ゆ
ん
伝
兵
衛　

身
の
臭
く
さ
さ
さ
か
り
の
い
ろ
ど
き

婬
色
時
」（
図
３
、
弘
化
四
﹇
一
八

四
七
﹈
年
ご
ろ
）
で
は
、
お
俊し
ゅ
んを
演
じ
る
四
代
目
尾お
の
え上
梅ば
い

幸こ
う
と
白し
ら

藤ふ
じ
を
演
じ
る
四
代
目
中
村
歌
右
衛
門
の
似
顔
絵
を

国
芳
は
猫
顔
で
描
い
て
い
る
。

最
近
で
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
自
分
の
顔
を
、
猫
な
ど

の
動
物
に
変
換
で
き
る
ア
プ
リ
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
歌
舞

伎
役
者
（
有
名
人
）
で
お
こ
な
っ
た
と
い
う
わ
け
。
ち
ょ
っ

と
想
像
し
て
み
て
ほ
し
い
。
あ
な
た
の
好
き
な
ア
イ
ド
ル

や
俳
優
の
顔
が
猫
顔
に
な
っ
た
ら
…
…
と
。
話
題
に
な
る

皮
は
バ
ッ
グ
の
素
材
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
わ
た
し
は
世
界
中
の
狩
猟
採
集
に
従
事
す
る

村
を
ま
わ
っ
て
き
た
が
、
飼
い
犬
は
多
く
見
ら
れ
て
も
、

飼
い
ネ
コ
は
ア
マ
ゾ
ン
の
村
な
ど
を
除
い
て
は
見
た
こ
と

が
な
い
。
そ
れ
は
、
も
の
の
本
に
あ
る
よ
う
に
ネ
コ
の
家

畜
化
は
農
耕
と
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
ネ
コ
は
、
数
千
年
前
に
西
ア
ジ
ア
に
て
貯
蓄

し
た
農
作
物
を
食
べ
に
く
る
ネ
ズ
ミ
を
退
治
す
る
た
め
に

家
畜
化
さ
れ
た
と
い
う
。
近
年
の
研
究
で
は
、
野
生
と
家

畜
ネ
コ
の
遺
伝
子
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
ネ
コ
の
方
か
ら
家
畜
に
な
る
の
を
選
ん
だ
と
も
い
わ
れ

る
。
ま
た
、
西
ア
ジ
ア
か
ら
ア
フ
リ
カ
に
か
け
て
野
生
ネ

コ
は
四
亜
種
が
広
く
分
布
す
る
が
、
こ
の
う
ち
ア
フ
リ
カ

を
中
心
に
生
息
す
る
リ
ビ
ア
ヤ
マ
ネ
コ
が
家
畜
化
さ
れ
た

の
だ
と
い
う
。
カ
ラ
ハ
リ
砂
漠
の
村
の
場
合
は
、
野
生
ネ

コ
は
生
息
し
て
い
る
が
、
現
地
で
農
耕
は
盛
ん
で

な
い
の
で
家
畜
ネ
コ
に
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

野
生
の
残
る
ペ
ッ
ト
ネ
コ

現
在
、
世
界
的
に
見
る
と
ネ
コ
は
わ
た
し
た
ち

人
類
に
と
っ
て
ペ
ッ
ト
と
し
て
欠
か
せ
な
い
時
代

に
入
っ
て
い
る
。
日
本
で
も
、
一
五
歳
以
下
の
子

ど
も
の
数
よ
り
犬
と
ネ
コ
を
加
え
た
頭
数
の
方
が

多
い
と
い
わ
れ
る
が
、
大
都
市
で
は
犬
よ
り
ネ
コ

の
も
当
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

猫
絵
の
ニ
ー
ズ

さ
て
、
こ
の
天
保
期
が
契
機
と
な
っ
て
擬
人
化
猫
絵
、

擬
猫
化
役
者
絵
は
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
も
描
き
つ
が
れ

て
い
く
。一
過
性
の
ブ
ー
ム
で
終
わ
ら
ず
定
番
画
題
と
な
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
浮
世
絵
が
あ
く
ま
で
も
「
商
品
」
で
あ
る
こ
と

に
目
を
向
け
た
い
。
版
元
（
出
版
者
）
と
し
て
は
、
売
れ

る
も
の
を
作
る
は
ず
で
あ
る
。
商
売
に
厳
し
い
彼
ら
が
、

ニ
ー
ズ
を
見
込
ん
だ
か
ら
こ
そ
制
作
さ
れ
続
け
た
と
い
え

る
。
つ
ま
り
、
単
に
国
芳
ら
浮
世
絵
の
作
者
た
ち
が
、
個

人
的
に
猫
好
き
だ
っ
た
か
ら
だ
け
で
出
版
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
だ
け
ニ
ー
ズ
が
あ
っ
た
、
つ
ま
り
猫
が
江
戸
時
代

の
人
び
と
に
親
し
ま
れ
愛
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

国
芳
の
浮
世
絵
か
ら
は
、今
も
む
か
し
も
変
わ
ら
ぬ
「
猫

愛
」
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

の
飼
育
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
亡
く
な
っ
た
ネ
コ
の
お

墓
な
ど
か
ら
も
、
家
族
の
一
員
と
し
て
の
ネ
コ
の
位
置
が

見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
ノ
ラ
ネ
コ
を
め
ぐ
っ
て

は
国
内
の
各
地
で
評
価
が
わ
か
れ
て
い
る
。
宮
城
県
石
巻

市
田
代
島
の
よ
う
に
ノ
ラ
ネ
コ
と
観
光
を
結
び
付
け
て
い

る
地
域
も
あ
る
が
、
鹿
児
島
県
奄
美
大
島
で
は
ノ
ラ
ネ
コ

が
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
を
捕
食
す
る
と
い
う
の
で
駆
除

が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
放
し
飼
い
の
ネ
コ
が

野
生
化
し
て
ノ
ラ
ネ
コ
に
な
っ
て
い
る
の
で
室
内
で
の
飼

育
を
求
め
る
人
も
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
代
社
会
は
、
野
生
ネ
コ
、
家
畜
ネ
コ
、

ペ
ッ
ト
ネ
コ
が
多
様
に
共
存
す
る
時
代
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
三
つ
の
ネ
コ
と
人
と
の
か
か
わ
り
の
歴
史
に
思
い
を
寄

せ
て
み
る
と
、
ネ
コ
は
人
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
と
考
え
て
し
ま
う
。
我
が
家
で
も
二
匹
の
ネ
コ（
サ

ク
ラ
と
ユ
ズ
）
を
飼
っ
て
い
る
が
、
な
つ
い
て
い
る
の
は
餌

を
与
え
て
い
る
妻
の
み
で
あ
る
。ベ
ラ
ン
ダ
に
セ
ミ
が
入
っ

て
く
る
と
追
い
か
け
ま
わ
す
ネ
コ
。
ネ
コ
は
家
畜
化
を
へ

て
数
千
年
を
経
過
し
た
も
の
の
、
野
生
性
を
失
っ
て
い
な

い
。ネ
コ
の
生
き
方
を
見
習
い
た
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。

図１　落合芳幾「国芳死絵」【図はいずれも名古屋
市博物館（高木繁コレクション）蔵、杉浦秀昭撮
影、2004年】

図２
歌川国芳「浮世
よしづくし」部分

図３　歌川国芳「流行 猫の戯 おしゆん伝兵衛 身の臭婬色時」

狩猟で捕獲された野生ネコ（1987年）

高いところが好きで、ジャンプが得意。
ペットネコにも野生が残る（2017年）
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悪
魔
の
化
身
と
し
て
の
猫

足
音
を
立
て
な
い
密
や
か
な
歩
行
、
暗
闇
で
光
る
眼
。

猫
、
と
り
わ
け
闇
に
紛
れ
る
黒
猫
は
神
秘
的
・
魔
術
的
な

存
在
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
魔
女
の
存
在

が
確
信
さ
れ
て
い
た
時
代
に
は
、
魔
女
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
そ
の
相
棒
た
る
猫
も
「
迫
害
」
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
特
定
の
祝
日
に
猫
を
入
れ
た
袋
を
火
に
投
げ
込
む
、

火
を
つ
け
た
猫
を
追
い
か
け
回
す
な
ど
、
今
日
の
愛
猫
家

が
卒
倒
し
そ
う
な
猫
虐
待
の
慣
習
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

中
世
以
来
、
悪
魔
は
と
き
に
猫
の
姿
で
あ
ら
わ
れ
る
と

信
じ
ら
れ
た
。
一
五
世
紀
の
美
し
い
彩
色
写
本
挿
絵
に
は
、

「
異
端
者
（
ワ
ル
ド
ー
派
）
の
集
会
」
と
し
て
し
っ
ぽ
を
立

て
た
猫
の
尻
に
向
か
っ
て
人
び
と
が
礼
拝
す
る
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
。
忠
実
で
誠
実
な
犬
が
神
や
教
会
に
背
く
異

端
者
に
向
か
っ
て
吠
え
か
か
る
の
に
対
し
、
猫
は
狡こ
う

猾か
つ

な

悪
魔
の
眷け
ん

属ぞ
く

、
ま
た
は
悪
魔
そ
の
も
の
と
さ
れ
た
の
だ
っ

国
立
民
族
学
博
物
館
が
所
蔵
す
る
標
本
資
料
の
な
か
に
、

ネ
コ
が
描
か
れ
た
日
本
の
絵
馬
が
あ
る
。
絵
馬
と
は
本
来
、

神
仏
に
願
い
を
か
け
る
う
え
で
本
物

の
馬
を
奉
納
す
る
代
わ
り
に
、
馬

を
描
い
た
絵
を
用
い
た
こ
と
か

ら
始
ま
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

ま
た
戌
年
の
正
月
を
迎
え

た
こ
の
時
期
、
神
社
で
干

支
で
あ
る
犬
を
描
い
た

絵
馬
を
見
か
け
る
機
会

も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。

だ
が
、
絵
馬
な
の
に
馬
で

も
干
支
で
も
な
く
ネ
コ
。
そ

の
理
由
を
、
当
館
の
資
料
を
紹

介
し
な
が
ら
探
っ
て
み
よ
う
。

働
く
ネ
コ

こ
と
わ
ざ
に
「
ネ
コ
の

手
も
借
り
た
い
」
な
ど
と

い
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う

に
、
一
般
に
ネ
コ
は
あ

ま
り
何
か
の
役
に
立

つ
動
物
だ
と
は
考
え

ら
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
か
つ
て
日
本
で
養
蚕
の

新
潟
大
学
准
教
授

小こ

林ば
や
し 

繁し
げ
子こ

民
博 

機
関
研
究
員

内う
ち
田だ 

吉よ
し
哉や

た
。
魔
女
も
夜
中
に
秘
密
の
集
会
を
お
こ
な
う
と
信
じ
ら

れ
た
が
、
こ
こ
で
も
猫
は
魔
女
た
ち
を
魔サ

バ

ト

女
集
会
に
運
び
、

妖
術
を
お
こ
な
う
と
き
に
付
き
添
う
と
い
う
役
目
を
負
っ

て
い
る
。
魔
女
集
会
を
描
い
た
エ
ッ
チ
ン
グ（
一
六
二
五
年
）

を
見
る
と
、
フ
ク
ロ
ウ
や
蛇
と
並
ん
で
、
梢こ
ず
えの
上
や
木
の

根
元
に
あ
ま
り
愛
ら
し
く
な
い
猫
の
姿
が
ひ
っ
そ
り
と
描

か
れ
て
い
る
。「
側
に
常
々
仕
え
る
は
／
気
味
の
悪
い
動

物
ど
も
／
ネ
コ
、
ヘ
ビ
、
カ
エ
ル
に
フ
ク
ロ
ウ
た
ち
が
／

お
ぞ
ま
し
い
叫
び
を
あ
げ
る
」
の
だ
と
い
う
。

性
の
シ
ン
ボ
ル

魔
女
と
猫
の
も
う
ひ
と
つ
の
共
通
点
は
、
性
的
な
イ

メ
ー
ジ
だ
ろ
う
。
魔
女
は
悪
魔
と
性
的
に
交
わ
り
、
キ
リ

ス
ト
教
の
性
道
徳
も
踏
み
に
じ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
魔
女

集
会
は
そ
う
し
た
狂
乱
の
性
の
宴
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
発

情
期
の
猫
が
夜
半
に
上
げ
る
唸う
な
り
声
は
、
恐
る
べ
き
性
欲

の
象
徴
で
あ
っ
た
。一
六
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
画
家
バ
ル
ド
ゥ

ン
ク
・
グ
リ
ー
ン
は
蠱こ

惑わ
く

的
な

肉
体
を
も
つ
魔
女
の
絵
画
を
多

く
残
し
て
い
る
が
、
外
見
的
な

美
し
さ
は
内
面
の
背
徳
性
を
映

し
出
し
て
い
る
の
だ
。
一
六
世
紀

に
出
版
さ
れ
た
ビ
ラ
に
、
こ
ん

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
お
し
ゃ

れ
に
夢
中
に
な
っ
た
ア
ン
ト
ウ
ェ

ル
ペ
ン
の
商
人
の
娘
が
貴
族
の

盛
ん
な
地
域
で
は
、
蚕
を
ネ
ズ
ミ
の
被
害
か
ら
守
る
た
め

に
ネ
コ
が
飼
わ
れ
、
ネ
コ
も
立
派
に
働
い
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
ち
ら
に
掲
載
し
た
、
岩
手
県
と
宮
城
県
の
絵
馬
を

ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
岩
手
県
の
絵
馬
は
、
願
主
が
自
分

で
描
い
た
ら
し
い
味
の
あ
る
ネ
コ
の
絵
で
あ
る
。
宮
城
県

の
絵
馬
で
は
、
首
輪
代
わ
り
に
ヒ
モ
を
結
ん
で
も
ら
っ
た

ネ
コ
の
後
ろ
姿
が
描
か
れ
る
。

両
者
と
も
に
養
蚕
が
盛
ん
で
あ
っ
た
地
域
の
も
の
で
、

ネ
コ
は
生
活
に
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

な
か
に
は
ネ
ズ
ミ
を
と
る
た
め
に
必
要
な
ネ
コ
が
う
ま
く

育
た
な
い
養
蚕
農
家
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
自

家
の
ネ
コ
が
無
事
に
生
育
す
る
よ
う
に
願
を
か
け
て
絵
馬

を
奉
納
し
た
と
さ
れ
る
。

捧
げ
ら
れ
る
ネ
コ

一
方
で
、
な
ぜ
絵

馬
に
ネ
コ
が
描
か
れ

た
の
か
、
理
由
が
不

明
な
も
の
も
あ
る
。

例
え
ば
、
魚
を
見
つ

め
る
ネ
コ
を
描
い
た

青
森
県
の
絵
馬
が
あ

る
。
青
森
県
で
は
、

津
軽
地
方
に
ネ
コ
の

絵
馬
が
よ
く
見
ら
れ

よ
う
に
気
飾
っ
て
鏡
に
向
か
っ
て
い
る
と
、
悪
魔
が
彼
女

の
首
を
ひ
ね
り
上
げ
、
彼
女
は
死
ん
で
し
ま
う
。
後
日
彼

女
の
遺
体
の
入
っ
た
棺
を
運
ぼ
う
と
す
る
が
、
不
自
然
に

重
い
。
蓋
を
開
け
て
み
る
と
彼
女
の
遺
体
は
な
く
、
猫
が

鏡
と
と
も
に
飛
び
だ
し
て
い
き
、
悪
臭
だ
け
が
残
さ
れ
た

と
い
う
。
外
見
の
美
に
捕
ら
わ
れ
た
娘
の
魂
が
悪
魔
の
も

の
と
な
っ
た
と
い
う
含
意
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
猫
と
女

性
の
外
見
的
美
し
さ
、
そ
の
背
徳
性
が
結
び
つ
け
ら
れ
た

例
で
あ
る
。
黒
猫
と
魔
女
の
コ
ン
ビ
は
現
代
で
は
ア
ニ
メ

作
品
な
ど
を
通
じ
て
す
っ
か
り
お
な
じ
み
だ
が
、
そ
の
は

る
か
遠
景
に
は
こ
う
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が

あ
っ
た
の
だ
。

る
と
い
う
。
青
森
や
秋
田
で
は
、
ゴ
ミ
ソ
（
カ
ミ
サ
マ
）
と

よ
ば
れ
る
民
間
巫ふ

者し
ゃ

に
卜ぼ
く

占せ
ん

を
頼
み
、
お
祓は
ら

い
の
た
め
に

絵
馬
を
奉
納
す
る
風
習
が
あ
る
。
そ
の
際
に
、
絵
馬
に
ネ

コ
の
絵
が
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
の
だ
が
、
そ
の

理
由
は
判
然
と
し
な
い
。

家
族
と
し
て
の
ネ
コ

も
ち
ろ
ん
、
現

在
と
同
じ
く
ペ
ッ

ト
と
し
て
家
族
に

可
愛
が
ら
れ
た
ネ

コ
の
絵
馬
も
あ

る
。
東
京
都

の
絵
馬
は
、

中
央
区
日
本

橋
に
あ
る
三
光
稲

荷
神
社
に
か
つ
て

奉
納
さ
れ
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
神
社
は
、
行
方
不
明
に
な
っ

た
飼
い
ネ
コ
が
帰
っ
て
く
る
霊
験
が
あ
る
と
さ
れ
、
無
事

に
愛
猫
が
戻
っ
た
際
に
は
、
ネ
コ
を
描
い
た
絵
馬
を
奉
納

し
た
と
い
う
。
都
会
の
な
か
の
小
さ
な
社
殿
で
、今
と
な
っ

て
は
絵
馬
を
奉
納
す
る
ス
ペ
ー
ス
も
な
い
の
だ
が
、
現
在

で
も
失
せ
ネ
コ
帰
宅
の
祈
願
を
受
け
付
け
て
お
り
、
願
い

が
成
就
し
た
人
に
よ
っ
て
お
礼
の
招
き
猫
が
奉
納
さ
れ
て

い
る
。

働
い
た
り
、捧
げ
ら
れ
た
り
、家
族
の
一
員
で
あ
っ
た
り
、

ネ
コ
の
人
生
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。

上：悪魔の化身として崇拝される猫（1469年）
（出典：黒川正剛『図説　魔女狩り』河出書房新
社、2011年、23頁）
下：魔女集会に参加する猫の目が不気味に光る
（出典：Wolfgang Harms Deutsche illustrierte 

Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts, Bd. 1, 
S. 315. ）

右：バルドゥンク・グリーンの描く
妖艶な魔女（1523年）
（出典：黒川正剛『図説　魔女狩り』
河出書房新社、2011年、77頁）
上：娘の遺体は猫に姿を変えた
（1583年の木版画）
（出典：Wolfgang Harms Deutsche 

illustrierte Flugblätter des 16. und 
17. Jahrhunderts, Bd. 7, S. 287. ）

岩手の絵馬。裏には願主の名前と明治39年の年記
（H0020332）

宮城の絵馬は後ろ姿。裏には大正13年の年記
（H0157139）

青森の絵馬。板を釘で打付けた素朴なもの
（H0015691）

東京の絵馬。た
まというネコの名
前がしるされる
（H0157212）
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○○してみました世界のフィールド

飯
いい

泉
ずみ

 菜
な

穂
お

子
こ

民博 人類基礎理論研究部

聴導犬は人生のパートナー

聴
導
犬
と
は

聴
導
犬
は
、
聴
覚
障
害

者
に
生
活
上
必
要
な
音
を
教

え
音
源
へ
誘
導
す
る
よ
う
訓

練
を
受
け
た
犬
で
あ
る
。
日

本
で
は
一
九
八
一
年
よ
り
育

成
の
試
み
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

現
在
で
は
、
視
覚
障
害
者
の

移
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
盲
導

犬
、
肢
体
不
自
由
者
の
日
常

生
活
動
作
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

介
助
犬
と
と
も
に
、
二
〇
〇
二

年
に
施
行
さ
れ
た
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
に
基
づ
き
訓
練
・
認
定
さ
れ
て
お
り
、

二
〇
一
七
年
一
二
月
時
点
で
、
全
国
で
七
一
頭
の
聴
導
犬
が
実
働
し
て
い
る
。

候
補
犬
の
多
く
が
い
わ
ゆ
る
保
護
犬
で
あ
る
。
犬
種
に
特
に
指
定
は
な
く
、
実
働

し
て
い
る
聴
導
犬
に
は
小
型
犬
も
大
型
犬
も
い
る
。
現
在
で
は
、
候
補
犬
は
二
年
ほ

ど
育
成
機
関
（
全
国
に
約
二
〇
の
機
関
が
あ
る
）
の
訓
練
士
が
自
宅
で
飼
い
な
が
ら

し
つ
け
た
後
で
希
望
者
（
ユ
ー
ザ
ー
）
と
引
き
合
わ
せ
、
合
同
訓
練
の
の
ち
に
引
き

渡
し
、
認
定
試
験
合
格
後
に
聴
導
犬
と
な
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
ユ
ー
ザ
ー
の

飼
い
犬
を
訓
練
し
て
聴
導
犬
と
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

音
を
教
え
る

聴
導
犬
の
主
た
る
役
割
は
聴
覚
障
害
者
に
は
聞
こ
え
な
い
「
音
」
を
ユ
ー
ザ
ー
に

教
え
る
（
音
が
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
必
要
に
応
じ
て
音
源
ま
で
導
く
）
こ
と
で
あ

る
。
す
べ
て
の
音
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
事
前
に
訓
練
を
受
け
て
い
る
音
」
を
教

え
る
。
ど
ん
な
音
を
事
前
に
訓
練
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
ニ
ー
ズ
に
基

づ
い
て
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
す
る
。

代
表
的
な
の
は
玄
関
の
チ
ャ
イ
ム
音
、
電
話
の
呼
び
出
し
音
、
火
災
報
知
器
の

今年の干支は「戌」。いぬは遠いむかしから、わたしたちの暮らしに役立つ忠実で頼りに
なる仲間だ。ペットとして飼われることが増えた現代の日本においても、その本来の性質
を活かして活躍する盲導犬や介助犬などの補助犬がいる。年末年始展示イベント「いぬ」
の開催にあわせて、まだあまり知られていない「聴導犬」の実際について調べてみた。

音
、
目
覚
ま
し
の
音
、
そ

の
他
の
生
活
機
器
音
（
電

子
レ
ン
ジ
、
電
気
ケ
ト
ル
、

や
か
ん
、
キ
ッ
チ
ン
タ
イ

マ
ー
）
な
ど
で
あ
る
が
、

ユ
ー
ザ
ー
が
使
用
・
選
択

し
て
い
る
メ
ー
カ
ー
、
機

種
、
音
に
合
わ
せ
て
訓
練

を
受
け
る
た
め
そ
れ
以
外

の
音
を
聞
い
て
も
ユ
ー
ザ
ー
に
教
え
る
こ
と
は
し
な
い
。
ユ
ー
ザ
ー
の
生
活
や
職
業

に
特
化
し
た
音
（
例
え
ば
職
場
が
学
校
で
あ
る
場
合
、
授
業
開
始
・
終
了
時
の
チ
ャ

イ
ム
な
ど
）
も
訓
練
を
受
け
て
い
れ
ば
教
え
に
来
る
。

そ
の
他
の
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
音
（
人
や
車
が
近
付
い
て
く
る
音
や
雷
や
強
い

風
等
の
自
然
音
、
テ
レ
ビ
の
音
量
な
ど
）
は
教
え
る
対
象
で
は
な
い
が
、
聴
導
犬
が

普
通
に
「
反
応
」
す
る
こ
と
で
、
ユ
ー
ザ
ー
が
状
況
を
確
認
す
る
手
が
か
り
に
な
る

こ
と
も
多
い
。

ま
た
、
聴
覚
障
害
は
、

一
見
し
た
だ
け
で
は
そ

う
と
は
わ
か
り
に
く
い

の
が
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ

る
が
、
聴
導
犬
は
（
試

験
に
合
格
し
た
証
で
あ

る
）「
聴
導
犬
」
と
書
か

れ
た
ケ
ー
プ
を
着
用
し

て
い
る
た
め
、
ユ
ー
ザ
ー

の
聴
覚
障
害
を
周
り
に

「
見
え
る
化
」
す
る
と
い
う
役
割
も

担
っ
て
い
る
。
多
く
の
ユ
ー
ザ
ー
が

聴
導
犬
を
伴
っ
て
い
た
お
か
げ
で
、

列
車
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
際
の

緊
急
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
居
合
わ
せ
た

方
に
筆
談
し
て
も
ら
え
た
…
…
と

い
う
よ
う
な
経
験
を
も
っ
て
い
る
。

聴
導
犬
は
体
の
一
部

聴
導
犬
は
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
に
よ
っ
て
公
共
施
設
や
交
通
機
関
、
飲
食
店
、

病
院
、
従
業
員
五
〇
人
以
上
の
職
場
な
ど
へ
の
同
伴
受
け
入
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
ユ
ー
ザ
ー
側
に
も
、
ユ
ー
ザ
ー
と
補
助
犬
は
厚
生
労
働
大
臣
の

指
定
法
人
で
認
定
を
受
け
る
こ
と
、
ユ
ー
ザ
ー
は
補
助
犬
の
衛
生
や
健
康
、
行
動
に

つ
い
て
管
理
す
る
こ
と
な
ど
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
法
の
施
行
か

ら
一
五
年
が
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
飲
食
店
へ
の
同
伴
拒
否
な
ど
の
実

例
は
ま
だ
ま
だ
多
く
、
ユ
ー
ザ
ー
や
育
成
機
関
が
、
聴
導
犬
へ
の
理
解
を
社
会
に
広

め
る
た
め
の
広
報
活
動
に
力
を
注
い
で
い
る
。

ユ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
聴
導
犬
は
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
り
、
耳
の
代
わ
り
・
身

体
の
一
部
で
あ
る
。
聴
覚
障
害
者
が
社
会
活
動
を
お
こ
な
う
た
め
の
「
生
き
た
補

装
具
」
と
表
現
す
る
ユ
ー
ザ
ー
も
い
る
ほ
ど
で
、
聴
導
犬
を
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
自
分
自
身
を
拒
否
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

犬
の
寿
命
は
人
間
よ
り
も
短
く
、
ど
こ
か
の
時
点
で
聴
導
犬
を
引
退
す
る
日
が
来

る
。
引
退
後
は
、
ユ
ー
ザ
ー
宅
で
ペ
ッ
ト
犬
と
し
て
余
生
を
送
る
ケ
ー
ス
が
九
割
近

い
と
い
う
こ
と
だ
。
二
代
目
、
三
代
目
の
聴
導
犬
を
選
ぶ
際
に
も
、
先
代
と
同
居
す

る
こ
と
を
前
提
に
相
性
に
配
慮
す
る
と
い
う
。ペ
ッ
ト
禁
止
の
マ
ン
シ
ョ
ン
住
ま
い（
聴

導
犬
は
身
体
障
害
者
補
助
犬
で
あ
る
た
め
例
外
と
な
る
）
で
は
引
退
後
に
一
緒
に

暮
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
引
っ
越
し
を
す
る
ユ
ー
ザ
ー
も
い
る
と
の
こ
と
。
聴

導
犬
と
ユ
ー
ザ
ー
の
絆き
ず
なの

深
さ
を
感
じ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

日本

聴導犬の英語名称は “Hearing dog”（2016年）

ユーザーが会議や食事をしているあいだは待機する
（2017年）

聴導犬について知ってもらうための講座での様子。前
足でユーザーの足に触れ音の発生を知らせる（2017年）

犬種指定はなく、保護犬等のなかから適性のある犬を選定・
訓練する（2017年）

ユーザーの外出にももちろん同行する
（2016年）

年末年始展示イベント「いぬ」　会期：１月30日（火）まで　会場：本館展示場 ナビひろば
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開
館
40
周
年
記
念
特
別
展

「
太
陽
の
塔
か
ら
み
ん
ぱ
く
へ

―
70
年
万
博
収
集
資
料
」

1
9
6
8
年
か
ら
1
9
6
9
年
に
か
け
て「
日
本
万
国

博
覧
会
世
界
民
族
資
料
調
査
収
集
団
」が
世
界
の
諸

民
族
の
仮
面
、
神
像
、
生
活
用
品
を
収
集
し
ま
し
た
。

収
集
活
動
に
か
か
わ
る
書
簡
や
写
真
と
あ
わ
せ
て
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
生
い
立
ち
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
ら

の
資
料
は
、
70
年
大
阪
万
博
で
太
陽
の
塔（
テ
ー
マ

館
）の
地
下
に
展
示
さ
れ
、
現
在
、
み
ん
ぱ
く
の
貴

重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。

会
期　

3
月
8
日（
木
）〜
5
月
29
日（
火
）

会
場　

特
別
展
示
館

み
ん
ぱ
く
映
画
会
・
第
39
回
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
」

厳
格
な
イ
ス
ラ
ー
ム
を
遵
守
す
る
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
の
小
さ
な
村
の
騒
動
を
と
お
し
て
、
宗
教
と

現
代
文
明
の
あ
り
方
を
考
え
ま
す
。

日
時　

2
月
10
日（
土
）13
時
30
分
〜
16
時
30
分　

　
　
　
（
13
時
開
場
）

み
ん
ぱ
く
映
画
会
・
公
開
セ
ミ
ナ
ー

「
渡
り
鳥
と
人
と
の
か
か
わ
り
」（
仮
題
）

北
東
ア
ジ
ア
地
域
の
渡
り
鳥
と
人
と
の
か
か
わ
り

方
を
、
生
き
物
の
視
点
か
ら
、
映
画
や
討
論
会
を

と
お
し
て
紹
介
し
ま
す
。

日
時　

2
月
11
日（
日
）13
時
〜
16
時

　
　
　
（
12
時
30
分
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂（
定
員
4
5
0
名
）

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券

※
入
場
整
理
券
を
当
日
11
時
か
ら
本
館
2
階
講
堂

前
に
て
配
布

展
示
場
ク
イ
ズ「
み
ん
ぱ
Q
」総
集
編

こ
れ
ま
で
実
施
し
た「
み
ん
ぱ
Q
」の
中
か
ら
、「
衣
・

食
・
住
」に
関
す
る
問
題
を
集
め
、
出
題
し
ま
す
。

期
間　

1
月
30
日（
火
）ま
で

場
所　

本
館
展
示
場

※
全
問
回
答
し
た
方
に
記
念
品
進
呈

連
続
講
座

「
み
ん
ぱ
く
×
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

―
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
語
る
―
」

開
館
40
周
年
を
迎
え
た
み
ん
ぱ
く
の
展
示
を
生
み

出
す
も
と
と
な
っ
た
、
数
多
く
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す（
全
6
回
）。

会
場　

グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
北
館
1
階

　
　
　

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル「
カ
フ
ェ
ラ
ボ
」

※ 

要
事
前
申
込
、
参
加
費
5
0
0
円（
1
ド
リ
ン
ク

付
き
）、
定
員
各
回
50
名

主
催　

国
立
民
族
学
博
物
館

　
　
　

一
般
社
団
法
人
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

　
　
　

株
式
会
社
K
M
O

開
館
40
周
年
記
念
企
画
展

ア
イ
ヌ
工
芸
品
展

「
現
れ
よ
。
森
羅
の
生い
の
ち命 

―

　
　
木
彫
家 

藤
戸
竹
喜
の
世
界
」

熊
を
は
じ
め
と
す
る
北
の
動
物
た
ち
か
ら
ア
イ
ヌ
文

化
伝
承
者
の
等
身
大
の
彫
像
ま
で
、
藤ふ
じ

戸と

竹た
け

喜き

（
1
9
3
4
〜
）の
主
な
作
品
を
と
お
し
て
、
創
作
活
動

の
軌
跡
と
そ
の
背
景
を
た
ど
り
ま
す
。

会
期　

1
月
11
日（
木
）〜
3
月
13
日（
火
）

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
ト
ー
ク

藤
戸
竹
喜
氏
が
作
品
に
つ
い
て
語
り
ま
す
。

日
時　

1
月
11
日（
木
）14
時
〜（
30
分
程
度
）

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券

年
末
年
始
展
示
イ
ベ
ン
ト「
い
ぬ
」

2
0
1
8
年
の
干
支
で
あ
る「
い
ぬ
」を
テ
ー
マ
に
、
み

ん
ぱ
く
所
蔵
の
資
料
や
写
真
を
展
示
し
、
世
界
各
地

の「
い
ぬ
」を
紹
介
し
ま
す
。

会
期　

1
月
30
日（
火
）ま
で

会
場　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

国立民族学博物館友の会　電話  06-6877-8893（9時～17時、土日祝を除く）　FAX 06-6878-3716
 https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/      E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp 友の会

「
ソ
ー
ス
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
々
と
の
資
料
熟
覧

―
博
物
館
収
蔵
庫
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」

日
時　

1
月
10
日（
水
）19
時
〜
20
時
30
分

　
　
　
（
18
時
30
分
開
場
）

講
師　

伊
藤
敦
規（
本
館 

准
教
授
）

「『
世
界
の
屋
根
』
で
言
語
を
求
め
る
」

日
時　

1
月
24
日（
水
）19
時
〜
20
時
30
分

（
18
時
30
分
開
場
）

講
師　

吉
岡
乾（
本
館 

助
教
）

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

一
般
社
団
法
人
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル

0
6
・
6
3
7
2
・
6
5
3
0

カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー

「
地
球
探
究
紀
行
」

※
要
事
前
申
込（
参
加
状
況
に
よ
り
当
日
受
付
あ
り
）、

　

参
加
費
1
0
0
0
円
、
定
員
各
回
50
名

主
催　

産
経
新
聞
社

共
催　

近
鉄
文
化
サ
ロ
ン
、
ス
ペ
ー
ス
９

特
別
協
力　

国
立
民
族
学
博
物
館
、
千
里
文
化
財
団

「
み
ん
ぱ
く
の
台
湾
研
究
」

日
時　

1
月
10
日（
水
）13
時
〜
14
時
30
分

講
師　

野
林
厚
志（
本
館 

教
授
）

会
場　

あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
近
鉄
本
店「
ス
ペ
ー
ス
9
」

「
マ
イ
ナ
ス
30
度
の
世
界
に
生
き
る

―
狩
猟
民
チ
ュ
ク
チ
の
暮
ら
し
」

日
時　

1
月
24
日（
水
）14
時
〜
15
時
30
分

講
師　

池
谷
和
信（
本
館 

教
授
）

会
場　

あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
25
F「
貸
会
議
室
C
」

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

ウ
ェ
ー
ブ
産
経
カ
レ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー
係

0
6
・
6
6
3
3
・
9
0
8
7

●
年
始
の
開
館
の
お
知
ら
せ

年
始
は
1
月
5
日（
金
）か
ら
開
館
し
ま
す
。

※ 

各
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※ 

電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
、
9
時
〜
17

時（
土
日
祝
を
除
く
）で
す
。

刊行物紹介

■公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構 編

『現れよ。森羅の生
いのち

命―
　　　木彫家 藤戸竹喜の世界』
千里文化財団
1,800円（税別）

■広瀬 浩二郎 著

『目に見えない世界を歩く
―「全盲」のフィールドワーク』
平凡社
820円（税別）

アイヌ民族の彫りの技を
受け継ぎながら、熊や狼、
ラッコやシャチ、北に生
きた先人たちの姿を木に
刻み、繊細さと野性味が
交差する独自の木彫世界
を築いてきた藤戸竹喜の
作品を紹介する。

障害当事者の立場から盲
人史研究に取り組み、現
在は独自の〈触文化論〉を
展開する人類学者がその
半生を軽快に綴る。

「全盲」から考える社会、
文化、人間。目が見えな
いからこそ見える世界とは。

友
の
会
講
演
会（
大
阪
）

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室　

※ 

当
日
先
着
順（
定
員
96
名
）

会
員
無
料（
会
員
証
提
示
）、
一
般
5
0
0
円

※
1
月
、
2
月
の
講
演
会
の
登
壇
者
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

第
4
7
3
回　

1
月
6
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

タ
ヒ
チ
と
イ
ー
ス
タ
ー
島

―
楽
園
と
崩
壊
の
対
比

講
師　

印
東
道
子（
本
館 

教
授
）

ポ
リ
ネ
シ
ア
の
多
く
の
島
は
一
〇
世
紀
ご
ろ
ま
で
無
人
島
で
し
た
。

大
陸
か
ら
遠
く
離
れ
た
こ
れ
ら
熱
帯
の
島
々
に
は
、
食
用
で
き
る
植

物
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を
楽
園
の
よ
う
な
豊
か

な
環
境
に
作
り
変
え
た
の
は
、
海
を
越
え
て
西
か
ら
移
住
し
て
き
た

ポ
リ
ネ
シ
ア
人
で
し
た
。
島
と
い
う
限
ら
れ
た
自
然
環
境
に
移
住
す

る
に
あ
た
っ
て
、
ど
ん
な
準
備
や
工
夫
を
し
、
楽
園
と
ま
で
呼
ば
れ

た
環
境
を
作
り
出
せ
た
の
か
、
あ
る
い
は
失
敗
し
た
の
か
、
タ
ヒ
チ

と
イ
ー
ス
タ
ー
島
と
い
う
対
照
的
な
例
を
紹
介
し
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会（
40
分
）を
お
こ
な
い
ま

す
。
講
師
が
長
年
発
掘
調
査
を
続
け
て
い
る
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
島
で

発
掘
し
た
、
約
一
〇
〇
〇
年
前
の
土
器
や
釣
り
針
、
貝
製
品
な
ど
の

出
土
遺
物
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

第
4
7
4
回　

2
月
3
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

日
本
文
明
の
夜
明
け 

―
梅
棹
忠
夫
と
三
内
丸
山
遺
跡

講
師　

小
山
修
三（
本
館 

名
誉
教
授
）

一
九
九
三
年
に
発
見
さ
れ
た
三
内
丸
山
遺
跡
の
六
本
柱
の
巨
大
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
は
、
小
規
模
な
狩
猟
採
集
段
階
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て

い
た
縄
文
時
代
の
社
会
の
在
り
方
の
再
考
を
う
な
が
し
ま
し
た
。

梅
棹
忠
夫
は
こ
の
遺
跡
を
訪
れ
た
あ
と
、「
都
市
的
性
格
が
強
く
、

そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
神
殿
で
あ
っ
た
」と
述
べ
ま
し
た
。
日

本
の
歴
史
を
文
明
と
い
う
一
本
の
線
上
で
捉
え
よ
う
と
す
る
、
こ

の
大
胆
な
仮
説
の
成
立
過
程
と
そ
れ
が
そ
の
後
の
研
究
の
展
開
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
考
え
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、講
師
を
囲
ん
で
懇
談
会（
40
分
）を
お
こ
な
い
ま
す
。

東
京
講
演
会

第
1
2
1
回　

1
月
27
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

カ
ザ
フ
の
食
と
儀
礼 

―
ひ
と
の
一
生
を
彩
る
草
原
の
恵
み

講
師　

藤
本
透
子（
本
館 

准
教
授
）

会
場　

モ
ン
ベ
ル
御
徒
町
店
4
F
サ
ロ
ン
※
事
前
申
込（
定
員
60
名
）

第
77
回
体
験
セ
ミ
ナ
ー

植
物
か
ら
博
物
学
の
世
界
を
知
る

―
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
見
学

2
月
24
日（
土
）　
【
申
込
締
切　

2
月
9
日（
金
）】

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/ お問い合わせ（本館 広報係）
電話　06 - 6878 - 8560／ FAX　06 - 6875 - 0401みんぱくフェイスブック　https://www.facebook.com/MINPAKU.official

みんぱくツイッター　https://twitter.com/MINPAKUofficial

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

日
時　

1
月
20
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

会
場　

本
館
講
堂　

定
員　

4
5
0
名（
当
日
先
着
順
）

参
加
費　

無
料（
展
示
を
ご
覧
に
な
る
方
は
展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
）

第
4
7
6
回

木
彫
り
熊
か
ら
ア
ー
ト
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
ま
で

五
十
嵐
聡
美（
北
海
道
立
近
代
美
術
館
）

貝
澤
徹（
木
彫
家
）

岡
田
恵
介（
公
益
財
団
法
人
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
・
研
究
推
進
機
構
）

齋
藤
玲
子（
本
館 

准
教
授
）

10
代
で
熊
を
彫
り
始
め
、
80
歳
の
年
に
Ｊ
Ｒ
札
幌
駅
の
ア
ー
ト

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
メ
イ
ン
と
し
て
、
ア
イ
ヌ
の
長
老
の
像「
エ
カ

シ
像　

ク
リ
ム
セ（
弓
の
舞
）」を
制
作
し
た
藤
戸
竹
喜
氏
。
さ
ま

ざ
ま
な
立
場
か
ら
、
企
画
展
の
趣
旨
と
作
品
の
魅
力
に
つ
い
て

語
り
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

本
館
の
研
究
者
が「
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
」「
調
査
し
て
い
る
地

域（
国
）の
最
新
情
報
」「
み
ん
ぱ
く
の
展
示
資
料
」に
つ
い
て
分
か
り
や

す
く
お
話
し
し
ま
す
。

1
月
7
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
30
分

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

「
数
」
を
あ
ら
わ
す

―
音
声
言
語
と
手
話
言
語

話
者　

菊
澤
律
子（
本
館 

准
教
授
）

　
　
　

相
良
啓
子（
本
館 

特
任
助
教
）

1
月
14
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

ト
ナ
カ
イ
の
角

話
者　

卯
田
宗
平（
本
館 

准
教
授
）

JR札幌駅の「エカシ像　クリムセ（弓
の舞）」（イランカラプテキャンペーン）

仮面（韓国）

「ふくろう祭り　ヤイタンキエカシ像」
2013年　鶴雅リゾート（株）蔵
撮影　露口啓二

1
月
21
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時　

本
館
第
7
セ
ミ
ナ
ー
室

音
楽
を
展
示
す
る
試
み

話
者　

寺
田
吉
孝（
本
館 

教
授
）

1
月
28
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
30
分

本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室
↓
中
国
地
域
の
文
化
展
示
場

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
醍
醐
味

―
雲
南
省
大
理
で
の
30
年
を
通
し
て

話
者　

横
山
廣
子（
本
館 

教
授
）

※ 

申
込
不
要
、
参
加
無
料（
要
展
示
観
覧
券
）

　

た
だ
し
、
7
日（
日
）、
14
日（
日
）、
21
日（
日
）は
展
示
観
覧
券
不
要
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ルーカス・クラナッハの木版画「狼男」1512年

変
身
す
る
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら
れ
た
騎
士
が

文
学
形
象
と
し
て
登
場
し
、
こ
の
男
（
狼
男
）

は
悪
辣
な
妻
の
犠
牲
者
で
、
知
性
も
徳
性
も

兼
ね
備
え
た
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
と
正
義
の
護

持
者
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
。

だ
が
中
世
末
か
ら
近
世
に
な
る
と
狼
男
の

評
価
は
一
変
す
る
。
そ
れ
は
魔
女
や
妖
術
師

が
悪
魔
と
契
約
を
結
び
、
そ
の
力
を
借
り
て

狼
に
変
身
し
た
存
在
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
子
ど
も
を
貪
り
食
う

な
ど
恐
る
べ
き
残
虐
行
為
に
ふ
け
る
狼
男
の

存
在
が
、
魔
女
裁
判
で
白
日
の
下
に
さ
ら
さ

れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
官
ア
ン
リ
・
ボ
ゲ
は

狼
男
を
次
か
ら
次
へ
と
火
刑
に
処
し
た
。

 
 

 
 

 

♦
♦
♦ 

新
大
陸
で
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化 

♦
♦
♦

こ
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
で
も
時
代
に

よ
っ
て
狼
男
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
移
り
変
わ
っ

た
が
、
新
大
陸
へ
と
も
ち
込
ま
れ
る
と
、
さ
ら

な
る
変
容
を
遂
げ
た
よ
う
だ
。
民
博
の
所
蔵
資

料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
民
衆
本
「
狼
男
と
吸
血
鬼

魔
女
と
の
結
婚
」
か
ら
そ
れ
は
窺う
か
がわ

れ
る
。

洗
礼
前
の
子
供
た
ち
の
血
を
吸
っ
て
い
た
吸

血
女
と
、
次
々
人
を
殺
し
て
い
た
狼
男
は
、
別
々

に
「
狩
り
」
を
し
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
出
会

う
と
敵
で
は
な
く
友
と
し
て
一
緒
に
狩
り
を
し
よ

♦
♦
♦ 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
狼
男
像
の
変
遷 

♦
♦
♦

満
月
の
夜
に
森
の
な
か
や
荒
野
で
狼
お
お
か
みに

変

身
し
、
蛮
行
を
働
く
と
い
う
狼
男
の
伝
説
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
広
く
伝
わ
っ
て
き
た
。
す

で
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
は
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の

王
リ
ュ
カ
オ
ン
が
、
人
肉
を
ゼ
ウ
ス
に
供
し
た

罰
と
し
て
神
に
よ
っ
て
狼
に
変
身
さ
せ
ら
れ

た
と
の
言
い
伝
え
が
あ
っ
た
し
、
中
世
初
期

に
は
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
主
神
オ
ー
デ
ィ
ン
に

死
者
の
軍
勢
と
し
て
仕
え
る
者
た
ち
が
狼
の

姿
を
ま
と
っ
た
ば
か
り
か
、
特
定
の
犯
罪
（
殺

人
、
墓
暴
き
な
ど
）
を
犯
し
た
者
が
ア
ウ
ト

ロ
ー
と
し
て
氏
族
の
生
活
圏
の
外
に
放
逐
さ

れ
る
と
き
に
も
、
狼
に
な
っ
た
と
看み

做な

さ
れ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
狼
男
が
も
っ
と
も
人
気
を
博

し
た
の
は
、
一
二
〜
一
三
世
紀
の
宮
廷
世
界
に

お
い
て
で
あ
っ
た
。
当
時
、
周
期
的
に
狼
に

う
と
い
う
話
に
な
り
、
つ
い
に
結
婚
し
て
し
ま
う
。

残
忍
な
気
味
の
悪
さ
も
あ
る
も
の
の
ど
こ
か
滑

稽
で
、
掲
載
の
版
画
が
そ
の
感
じ
を
強
め
て
い

る
。
墓
掘
り
人
や
マ
テ
茶
採
集
者
の
登
場
、
馬

や
犬
を
は
じ
め
と
す
る
動
物
た
ち
の
集
合
な
ど
、

生
活
の
香
り
も
プ
ン
プ
ン
し
て
く
る
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
本
作
品
は
一
九
七
〇
年

代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
と
り

わ
け
そ
の
北
東
部
で
盛
ん
に
作
ら
れ
青
空
市
な

ど
で
売
ら
れ
た
「
リ
テ
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
・
デ
・
コ
ル

デ
ル
」、
す
な
わ
ち
「
ひ
も

0

0

の
文
学
」（
市
な
ど
で

ひ
も
に
掛
け
て
売
ら
れ
た
安
価
な
冊
子
本
。
起

源
は
一
九
世
紀
後
半
に
あ
る
）
と
よ
ば
れ
る
民

衆
本
の
ひ
と
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
六
世
紀
の
コ

ン
キ
ス
タ
ド
ー
ル
に
よ
る
征
服
後
、
ブ
ラ
ジ
ル
や

他
の
中
南
米
諸
国
に
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
、
ス
ペ

イ
ン
人
の
植
民
者
・
宣
教
師
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス

ト
教
的
な
妖
術
・
悪
魔
観
念
が
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
の
、
同
時
に
先
住
民
の
土
俗
的
な
呪
術
信

仰
と
の
相
互
作
用
も
起
き
た
。
一
六
世
紀
後
半

に
は
多
く
の
ア
フ
リ
カ
人
が
奴
隷
と
し
て
連
れ
て

来
ら
れ
て
、
さ
ら
に
別
種
の
魔
術
観
念
が
加
わ
っ

た
。「
ひ
も
の
文
学
」
に
あ
ら
わ
れ
た
狼
男
も
、

こ
う
し
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
観
念
群
に
連
な
る

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

想像界の生物相

狼男 東京大学教授 池
いけ
上
がみ

 俊
しゅん
一
いち

資料名―民衆本「狼男と吸血鬼魔女との結婚」フランクリン・マシャード著、J・ボルジェス画

標本番号―H0113171

制作年―1980年２月

地域―ブラジル

サイズ―縦 16 cm×横 11 cm
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る
と
と
も
に
、
犠
牲
者
の
遺
族
や
加
害
者
の

家
族
の
証
言
映
像
が
繰
り
返
し
流
れ
る
。
モ

ノ
の
展
示
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
二
階
は
、
暴

力
に
対
抗
し
た
市
民
運
動
を
扱
う
。
現
在
、

人
権
侵
害
や
汚
職
の
罪
で
収
監
さ
れ
て
い
る

ア
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ジ
モ
リ
元
大
統
領
を
暴
力

の
時
代
の
最
後
の
主
役
と
位
置
付
け
、
そ
れ

以
降
を
民
主
主
義
の
時
代
と
宣
言
し
て
い
る
。

首
謀
者
の
逮
捕
な
ど
テ
ロ
撲
滅
の
功
績
を
た

関
せ き

 雄
ゆ う

二
じ

民博 人類文明誌研究部

風ふ
う

光こ
う

明め
い

媚び

に
し
て
古
代
文
明
の
揺よ
う

籃ら
ん

の
地

で
あ
る
南
米
ペ
ル
ー
は
、
一
九
八
〇
年
か
ら

二
〇
〇
〇
年
に
か
け
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
嵐
に
巻

き
込
ま
れ
た
。
経
済
の
破
綻
と
貧
困
の
拡
大

は
、
極
左
集
団
の
登
場
を
促
し
、
そ
れ
に
対

抗
し
た
国
軍
に
よ
る
暴
力
も
蔓ま
ん

延え
ん

し
た
。「
真

相
究
明
と
和
解
委
員
会
」
が
政
府
に
提
出
し

た
最
終
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
犠
牲
者
は
六
万

九
二
八
〇
人
に
の
ぼ
っ
た
。
こ
う
し
た
負
の

歴
史
を
公
共
空
間
で
ど
の
よ
う
に
扱
い
、
描

く
の
か
は
ペ
ル
ー
の
み
な
ら
ず
、
地
球
上
の

さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
お
け
る
大
き
な
課
題
で

も
あ
る
。

民
主
主
義
の
視
点

二
〇
一
五
年
、
首
都
リ
マ
の
高
級
住
宅
地

と
し
て
名
高
い
ミ
ラ
フ
ロ
ー
レ
ス
地
区
に
そ

の
暴
力
の
時
代
を
扱
っ
た
施
設
「
記
憶
の
場

所
―
―
寛
容
と
社
会
的
包
摂
」
が
開
館
し
た
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
ち
っ
放
し
の
現
代
的
な

建
物
な
が
ら
、
施
設
名
称
を
示
す
プ
レ
ー
ト

は
地
味
で
あ
る
。
一
階
で
は
、
暴
力
の
時
代

を
ペ
ル
ー
社
会
の
歴
史
の
な
か
に
位
置
付
け

も
あ
る
。
ペ
ル
ー
の
政
治
家
、
新
聞
記
者
、

哲
学
者
、
人
類
学
者
、
博
物
館
学
の
専
門
家

に
よ
る
展
示
コ
ン
セ
プ
ト
や
設
計
に
つ
い
て

の
討
議
に
は
、
強
制
収
容
所
の
展
示
や
平
和

教
育
に
通
じ
た
ド
イ
ツ
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
専

門
家
が
招
し
ょ
う

聘へ
い

さ
れ
た
。
ま
た
最
終
案
は
、
暴

力
の
犠
牲
者
に
も
開
示
さ
れ
、
そ
の
意
見
を

も
と
に
修
正
も
加
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
施
設

名
称
に
は
、
暴
力
の
記
憶
を
過
去
の
遺
物
で

は
な
く
、
生
成
し
続
け
、
よ
り
よ
い
未
来
社

会
を
描
く
た
め
の
糧
と
す
る
と
い
う
意
味
を

込
め
た
と
い
う
。

と
も
か
く
民
主
主
義
を
絵
に
描
い
た
よ
う

な
過
程
を
経
て
で
き
た
施
設
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
歴
史
を
学
ぶ
場
と
し
て
は
評
価
で
き

る
。
し
か
し
、
ど
こ
と
な
く
現
実
感
に
欠
け

て
い
る
よ
う
に
思
え
た
の
は
ど
う
し
て
で
あ

ろ
う
か
。

モ
ノ
の
も
つ
伝
達
力

そ
れ
は
、
無
差
別
テ
ロ
集
団
で
あ
っ
た
セ

ン
デ
ー
ロ
・
ル
ミ
ノ
ー
ソ
（「
輝
け
る
道
」

の
意
）
結
成
の
地
で
あ
る
中
央
高
地
ア
ヤ
ク

チ
ョ
市
で
訪
れ
た
別
の
博
物
館
で
の
記
憶
が

あ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
A
N
F
A
S
E
P

記
憶
博
物
館
「
繰
り
返
さ
れ
な
い
た
め
に
」

が
そ
れ
で
あ
る
。A
N
F
A
S
E
P
と
は「
ペ

ル
ー
誘
拐
・
捕
縛
・
失
踪
者
家
族
の
会
」
の

頭
文
字
を
と
っ
た
N
G
O
組
織
で
あ
り
、
二

た
え
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
フ
ジ
モ
リ
だ
が
、

そ
れ
も
不
当
逮
捕
や
虐
殺
を
許
し
た
か
ら
で

き
た
の
だ
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
そ
し
て
三

階
で
、
暴
力
の
犠
牲
者
へ
の
奉
納
品
を
美
術

的
に
飾
る
こ
と
で
展
示
を
終
え
る
。

テ
ロ
の
終
結
か
ら
二
〇
年
に
も
満
た
な
い

現
在
、
民
主
主
義
は
確
立
し
つ
つ
あ
る
と
は

い
え
、
暴
力
の
時
代
に
対
す
る
評
価
は
定

ま
っ
て
お
ら
ず
、
大
統
領
選
の
た
び
に
政
治

問
題
化
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
バ

ラ
ン
ス
よ
く
展
示
を
ま
と
め
上
げ
て
い
る
、

と
い
う
の
が
第
一
印
象
で
あ
る
。

創
設
過
程
も
興
味
深
い
。
二
〇
〇
八
年
に

創
設
準
備
が
開
始
さ
れ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
か

ら
の
資
金
供
与
の
申
し
出
が
あ
っ
た
か
ら
で

と
も
に「
記
憶
」の
名
が
付
い
た
ペル
ー
の
ふ
た
つ
の
博
物
館
。
同
じ
テ
ロ
リ
ス
ト
、同
じ
国

軍
に
よ
る
暴
力
を
扱
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、二
館
で
受
け
た
印
象
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
。

そ
の
違
い
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。
設
立
者
の
違
い
だ
け
で
は
な
い
そ
の
理
由
を
さ
ぐ
る
。

記憶の場所―寛容と社会的包摂  

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social／ペルー

ANFASEP 記憶博物館「繰り返されないために」
Museo de la Memoria de ANFASEP “Para que no se repita” ／ペルー

〇
〇
五
年
に
ペ
ル
ー
政
府
や
人
権
団
体
、
国

際
協
力
団
体
の
支
援
を
受
け
て
こ
の
博
物
館

を
開
館
さ
せ
た
。
雑
居
ビ
ル
の
よ
う
な
建
物

の
二
階
が
そ
の
場
所
で
あ
り
、
お
世
辞
に
も

き
れ
い
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
建
物
の

外
壁
に
は
暴
力
の
時
代
を
象
徴
す
る
壁
画
が

色
鮮
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
団
体
の

メ
ン
バ
ー
が
自
ら
筆
を
と
っ
た
と
い
う
。
テ

ロ
の
巣
窟
で
あ
っ
た
ア
ヤ
ク
チ
ョ
地
方
で
は
、

テ
ロ
集
団
ば
か
り
で
な
く
、
テ
ロ
撲
滅
の
名

の
下
で
国
軍
に
よ
る
不
法
逮
捕
、
拷
問
、
そ

し
て
虐
殺
が
横
行
し
た
。
博
物
館
の
展
示
で

も
暴
力
の
時
代
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
国
軍

が
使
用
し
た
、
ロ
ッ
カ
ー
の
よ
う
に
狭
い
拷

問
用
の
収
監
ボ
ッ
ク
ス
の
レ
プ
リ
カ
が
置
か

れ
て
い
る
。
ま
た
収
監
さ
れ
た
無
実
の
青
年

が
母
親
に
あ
て
た
手
紙
、
虐
殺
時
に
身
に
付

け
て
い
た
衣
服
、
収
監
中
に
使
用
し
た
み
す

ぼ
ら
し
い
食
器
が
飾
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
後

に
は
、
こ
の
組
織
を
立
ち
上
げ
た
犠
牲
者
の

遺
族
た
ち
の
闘
争
が
写
真
パ
ネ
ル
で
示
さ
れ

る
。「
記
憶
の
場
所
」
の
よ
う
な
洗
練
さ
れ

た
展
示
は
ひ
と
つ
も
な
い
反
面
、
現
実
感
に

満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。

こ
の
小
さ
な
博
物
館
が
、
国
立
の
巨
大
な

施
設
以
上
に
伝
達
力
を
も
つ
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
モ
ノ
を
主
体
に
お
い
た
展
示
に
よ
る

の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
犠
牲
者
遺
族
に
よ
る

壁
画
や
展
示
制
作
へ
の
直
接
的
な
関
与
も
、

展
示
に
力
を
与
え
て
い
る
。
国
立
に
せ
よ
、

私
立
に
せ
よ
暴
力
の
時
代
を
無
色
透
明
の
歴

史
に
貶お
と
しめ

な
い
た
め
の
展
示
の
葛
藤
は
続
い

て
い
る
。

ANFASEP記憶博物館外観（2014年） 「記憶の場所―寛容と社会的包摂」の外観（2017年）
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犠牲者の証言を流す映像に見入る来館者（2017年）
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た
衣
装
を
ほ
ど
い
て
布
の
形
を
確
か
め
る
し
か
な

い
。
だ
が
一
六
世
紀
末
に
出
版
さ
れ
た
書
物
か
ら
、

昔
の
パ
タ
ー
ン
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
な
り
大
雑
把
な
形
が
描
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
が
、
逆
に
こ
の
よ
う
な
ガ
イ
ド
さ
え
あ
れ
ば
、

裁
断
は
格
段
に
容
易
な
仕
事
と
な
っ
た
。
だ
か
ら

こ
そ
、
パ
タ
ー
ン
は
仕
立
屋
の
秘
技
と
し
て
親
方

か
ら
弟
子
へ
と
受
け
継
が
れ
た
の
だ
。

画
期
的
な
女
性
誌
の
付
録

こ
の
パ
タ
ー
ン
が
専
門
職
人
だ
け
で
は
な
く
、
家

庭
の
主
婦
に
ま
で
広
く
普
及
し
た
の
が
ア
メ
リ
カ
で

あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
る
よ
う
な
伝
統
的
な
仕
立

屋
が
な
く
、
ま
た
国
土
の
広
い
ア
メ
リ
カ
で
は
、
発

展
し
た
交
通
機
関
や
通
信
手
段
が
パ
タ
ー
ン
の
普
及

に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
世

身
体
を
四
肢
や
胴
体
な
ど
部
位
に
わ
け
、
そ
れ
ぞ

れ
の
部
位
に
即
し
た
形
に
布
地
を
切
り
と
り
、
縫

い
合
わ
せ
、
立
体
的
な
服
に
仕
立
て
て
い
く
。
そ

の
際
、
身
体
は
動
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
衣
服
と

身
体
の
あ
い
だ
に
適
度
に
ゆ
と
り
を
も
た
せ
な
が

ら
、
個
別
の
体
型
に
即
し
た
服
を
作
る
。
こ
の
作

業
の
根
幹
と
な
る
の
が
布
地
の
裁
断
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
専
門
的
な
知
識
と
技
術
を
有
す
る
仕
立
屋

の
仕
事
で
あ
り
、
ま
た
彼
ら
の
作
業
や
教
育
に
重

要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が「
パ
タ
ー
ン
」で
あ
っ

た
。パ

タ
ー
ン
と
は
、
布
地
の
切
り
方
を
示
す
型
の

こ
と
で
あ
る
。
印
刷
さ
れ
た
図
や
切
り
と
ら
れ
た

薄
紙
な
ど
形
状
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
服
作
り

の
た
め
の
手
段
で
あ
り
道
具
で
あ
る
た
め
、
古
い

も
の
は
あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
。
歴
史
的
な
衣
装

の
パ
タ
ー
ン
を
知
る
た
め
に
は
、
縫
い
合
わ
さ
れ

そ
う
し
た
な
か
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
服
飾
は
異

な
る
特
徴
を
示
し
て
き
た
。
歴
史
的
に
は
一
四
世

紀
ご
ろ
か
ら
衣
服
の
ス
タ
イ
ル
に
変
化
が
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
流
行
の
装
い
、
す
な
わ
ち

「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
が
上
流
階
級
か
ら
と
り
入
れ
ら

れ
た
。
西
洋
で
は
布
よ
り
も
む
し
ろ
体
を
基
点
と

し
て
、
ボ
デ
ィ
ラ
イ
ン
を
美
し
く
造
形
す
る
服
作

り
が
好
ま
れ
た
。
こ
こ
で
特
に
重
要
と
な
る
の
は
、

平
面
の
布
を
い
か
に
立
体
的
な
身
体
に
沿
わ
せ
る

か
と
い
う
点
で
あ
る
。

仕
立
屋
の
秘
技

具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
服
を
作
る
た
め
の
布

地
は
矩く

形け
い
が
多
い
が
、
人
間
の
身
体
表
面
は
曲
面

で
あ
る
。
そ
の
た
め
（
伸
縮
性
に
乏
し
い
）
布
地

で
体
に
ぴ
っ
た
り
と
沿
う
衣
服
を
作
る
に
は
、
裁

断
と
縫
製
の
作
業
が
欠
か
せ
な
い
。
こ
の
と
き
、

紀
に
は
女
性
誌
に
流
行
の
ス

タ
イ
ル
を
描
い
た
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
・
プ
レ
ー
ト
（
服
飾

図
版
）
が
登
場
し
（
図
１
）、

さ
ら
に
そ
の
制
作
方
法
を
図

解
し
た
パ
タ
ー
ン
も
掲
載
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
の
ち
に
パ
タ
ー
ン
は
綴と

じ
込
み
付
録
に
な
り
、
雑
誌

や
専
門
店
に
よ
る
通
信
販
売

も
始
ま
っ
た
（
図
２
）。

そ
れ
ま
で
も
女
性
た
ち
は
、

手
も
ち
の
服
か
ら
パ
タ
ー
ン
を
と
っ
た
り
、
近
所
の

器
用
な
女
性
や
ド
レ
ス
メ
ー
カ
ー
に
裁
断
を
依
頼
し

た
り
し
て
い
た
。「
裁
縫
」
は
ほ
ぼ
唯
一
の
女
子
教
育

で
あ
っ
た
か
ら
誰
で
も
縫
え
た
が
、
布
地
の
裁
断
は

難
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
流

行
の
衣
服
と
と
も
に
、
そ
の

作
り
方
を
示
す
パ
タ
ー
ン
が

身
近
な
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
画

期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

紙
面
に
印
刷
さ
れ
た
パ
タ
ー

ン
を
写
し
と
れ
ば
、
あ
と
は

布
地
を
切
っ
て
縫
う
だ
け
だ
。

パ
タ
ー
ン
を
求
め
て
、
女
性

た
ち
は
最
新
号
を
心
待
ち
に

し
た
。
パ
タ
ー
ン
の
人
気
が

服
の
パ
タ
ー
ン
、手
芸
の
パ
タ
ー
ン

平ひ
ら

芳よ
し 

裕ひ
ろ

子こ

神
戸
大
学
准
教
授

手芸考

雑
誌
の
販
売
数
を
押
し
上
げ
た
。

手
本
ど
お
り
の
仕
事

と
こ
ろ
で
、
こ
の
服
作
り
の
た
め
の
パ
タ
ー
ン

に
先
行
し
て
、
女
性
誌
で
人
気
を
博
し
て
い
た
特

集
が
あ
る
。
そ
れ
が
手
芸
で
あ
る
。
刺
繍
や
編
み

物
、
装
飾
小
物
の
イ
ラ
ス
ト
に
加
え
て
、
そ
の
作

り
方
や
パ
タ
ー
ン
が
掲
載
さ
れ
た
（
図
３
）。
日

常
的
な
家
事
労
働
で
あ
っ
た
「
裁
縫
」
と
は
異
な

り
、「
手
芸
」
は
女
性
た
ち
に
と
っ
て
趣
味
や
教

養
を
兼
ね
た
楽
し
い
仕
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
手

芸
に
し
ろ
裁
縫
に
し
ろ
、
ど
ち
ら
も
「
パ
タ
ー
ン
」、

す
な
わ
ち
手
本
に
倣な
ら
う
仕
事
で
あ
っ
た
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
。
手
本
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
。
こ
の

「
型
ど
お
り
」
の
振
舞
い
が
、
良
き
女
性
の
作
法

と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

世
界
の
民
族
衣
装
の
彩
り
豊
か
な
刺し

繍し
ゅ
うや
織
物

に
は
心
惹ひ

か
れ
る
。
精
緻
で
複
雑
な
模
様
が
ひ
と

つ
ひ
と
つ
手
仕
事
で
作
ら
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
な

お
さ
ら
で
あ
る
。
し
か
し
華
や
か
な
装
飾
か
ら
衣

装
全
体
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
イ
ン
ド
の
サ
リ
ー

な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
服
の
構
造
自
体
は
シ

ン
プ
ル
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
一
枚
の
布
を
纏ま
と

う
、

頭
を
と
お
し
て
被か
ぶ
る
、
腰
に
巻
き
つ
け
る
。
こ
れ

ら
は
素
材
を
無
駄
に
せ
ず
か
つ
手
間
を
か
け
ず
、

布
の
形
を
最
大
限
に
活い

か
し
た
着
用
法
で
あ
る
。

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
ア
ト
リ
エ
か
ら
趣
味
の
洋
裁
、
家
庭
科
の
授
業
な
ど
で
も

お
な
じ
み
の「
型パ

タ
ー
ン紙

」。
そ
の
歴
史
を
女
性
誌
な
ど
か
ら
ひ
も
と
く
と
、
手
芸
と
女

性
と
の
接
点
が
浮
か
び
上
が
る
。

図1　ファッション・プレート。1854年の“Frank Leslie’s Ladies Gazette 
of Fashion”より。Images courtesy of Fashion Institute of Technology | 
SUNY, FIT Library Special Collections and College Archives

図2　女性用胴着（ボディス）のパターン。1854年の"Frank Leslie’s 
Ladies Gazette of Fashion"より。Images courtesy of Fashion Institute 
of Technology|SUNY, FIT Library Special Collections and College 
Archives

図3　手芸のパターン。裏面に印刷された裁縫のパターンが透け
て見えている。1854年の"Frank Leslie’s Ladies Gazette of Fashion"
より。Images courtesy of Fashion Institute of Technology | SUNY, 
FIT Library Special Collections and College Archives
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ながなんぢゃ

名は星をあらわす（？）

What’s in a name?

イ
ン
ド
西
部
の
農
村
で
初
め
て
滞
在
調
査
を
し
た
と
き
、

と
ま
ど
っ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
は
子
ど
も
の
名
前
が
頻
繁
に
変

わ
る
こ
と
だ
っ
た
。
学
校
に
上
が
る
こ
ろ
ま
で
が
特
に
そ
う

で
、
デ
ヴ
ィ
・
ラ
ー
ル
と
聞
か
さ
れ
て
い
た
男
の
子
が
、
一
週

間
く
ら
い
し
て
別
の
人
か
ら
「
い
や
い
や
、こ
の
子
は
デ
ー
ヴ
・

ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ン
さ
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
結
構
あ
っ
た
。

筆
者
が
か
ら
か
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
子
の

名
が
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
る
の
で
あ
る
。

イ
ン
ド
に
は
日
本
の
よ
う
な
戸
籍
制
度
は
な
く
、
出
生
届

け
を
い
つ
ま
で
に
役
所
に
出
す
と
い
う
決
ま
り
は
な
い
。
子

の
名
は
両
親
や
家
族
、
親
戚
、
と
き
に
は
そ
の
知
人
た
ち
が

好
み
や
呼
び
や
す
さ
で
思
い
思
い
に
決
め
、
い
く
つ
か
の
呼

び
名
の
な
か
か
ら
何
と
な
く
周
囲
の
合
意
が
で
き
て
、
そ
の

子
ら
し
い
も
の
が
決
ま
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
無む

垢く

の
存
在
は
、
周
囲
と
関
係
を
も
ち
な
が
ら
次
第
に
か
け
が

え
の
な
い
位
置
を
得
て
ゆ
く
。
子
ど
も
の
名
が
時
間
を
か
け

て
固
ま
っ
て
ゆ
く
過
程
は
、
人
が
人
格
を
得
て
ゆ
く
プ
ロ
セ

ス
そ
の
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。

と
は
い
え
、
命
名
が
周
囲
の
好
み
だ
け
で
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
の
か
、
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
も
う
ひ

と
つ
大
事
な
要
素
と
し
て
星
占
い
が
絡
ん
で
く
る
。

イ
ン
ド
は
占
星
術
学
部
の
あ
る
国
立
大
学
も
あ
る
し
、
多

く
の
政
治
家
が
占
星
術
師
を
雇
っ
て
活
動
の
指
針
を
相
談
す

る
な
ど
、
伝
統
的
な
星
占
い
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
。
庶
民

（
特
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
）
の
あ
い
だ
で
も
星
占
い
は
大
事
で
、

例
え
ば
結
婚
縁
組
の
成
否
は
最
終
的
に
カ
ッ
プ
ル
の
星
回
り

の
相
性
で
決
ま
る
こ
と
が
今
も
多
い
。
い
く
ら
他
の
相
性
が

よ
く
て
も
星
回
り
が
合
わ
な
い
と
破
談
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

個
人
の
運
勢
を
司
る
の
は
わ
た
し
た
ち
に
も
な
じ
み
深
い

一
二
星
座
宮
だ
。
し
か
し
、
欧
米
や
日
本
の
星
座
は
当
人
の

誕
生
時
の
太
陽
と
星
座
宮
の
位
置
で
決
ま
る
の
に
対
し
、
イ

ン
ド
の
場
合
は
誕
生
時
の
星
座
宮
と
月
の
位
置
で
決
ま
る
。

こ
の
位
置
関
係
は
頻
繁
に
変
わ
る
の
で
誕
生
時
刻
が
近
い
者

ど
う
し
で
も
星
座
が
異
な
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
、
暦
を
読
み

込
ま
な
い
と
個
人
の
星
座
は
わ
か
ら
な
い
。
子
ど
も
が
生
ま

れ
る
と
親
は
バ
ラ
モ
ン
階
層
に
属
す
る
星
占
い
師
に
わ
が
子

の
誕
生
時
刻
を
告
げ
る
。
星
占
い
師
は
暦
を
見
て
、
そ
の
子

の
星
座
宮
を
教
え
、
誕
生
時
の
一
二
星
座
宮
と
月
や
太
陽
、

惑
星
の
位
置
関
係
を
示
し
た
図
を
描
い
て
く
れ
る
。
こ
の
図

は
ジ
ャ
ナ
ム
・
パ
ッ
ト
リ
と
い
い
、
将
来
の
縁
談
や
詳
細
な

運
勢
占
い
に
役
立
て
ら
れ
る
。

こ
の
と
き
星
占
い
師
は
そ
の
子
に
適
し
た
名
前
の
頭
の
子

音
も
教
え
て
く
れ
る
。
星
座
ご
と
に
個
人
名
の
最
初
の
子
音

が
い
く
つ
か
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
名
付
け
は
こ
れ
を

手
が
か
り
に
、
神
々
や
神
話
に
ゆ
か
り
が
あ
り
、
か
つ
人
び

と
が
好
ま
し
い
と
思
う
名
か
ら
な
さ
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
頭

文
字
か
ら
当
人
の
星
座
が
わ
か
り
、
簡
単
な
運
勢
占
い
も
で

き
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
人
の
名
は
運
勢
を
支
配
す
る

星
座
に
、
い
わ
ば
「
タ
グ
付
け
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

イ
ン
ド
西
部
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
命
名
の
過
程
に
は
星

や
神
々
の
世
界
と
、
現
世
の
世
間
が
両
方
か
か
わ
り
合
っ
て
い

る
。
し
が
ら
み
が
多
く
て
大
変
そ
う
で
は
あ
る
の
だ
が
、
親

た
ち
だ
け
で
個
性
的
な
名
を
ひ
ね
り
出
す
よ
り
、
案
外
含
蓄

に
富
む
名
付
け
の
で
き
る
し
く
み
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

三
み

尾
お

 稔
みのる

民博 グローバル現象研究部
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交通案内
●大阪モノレール「万博記念公園駅」･「公園東口駅」下車、徒歩約15分。
●阪急茨木市駅・ＪＲ茨木駅から近鉄バスで「万博記念公園駅（エキスポシティ前）」「日本庭園前」
下車、徒歩約13分。
●乗用車は、公園内の ｢日本庭園前駐車場｣（有料）から徒歩約5分。「日本庭園前ゲート」横にある
民博専用通行口をお通りください。

●タクシーは、万博記念公園 ｢日本庭園前駐車場｣ まで乗り入れできます。

編集後記

　新春恒例の干支シリーズは、昨年一回りした。今年はそ

の番外編ということで、干支になれなかった動物である猫

をとり上げた。猫が干支になれなかった理由はネズミに騙

されたというよく知られたものから諸説あり、国によっては

干支に含まれることもあるとか。特集を組むなかであらた

めて感心したのは、猫好きな方の猫にささげる熱量だ。もっ

とも、本館で開催中の年末年始の恒例イベントである干支

展「いぬ」にかかわる人から話を聞く限り、犬好きのそれ

も負けていないか。犬を飼っていたことはあるが、ペット

自体に興味のない小生からすると、ほとんど異文化である。

（丹羽典生）

月刊みんぱく  2018年 1月号
第 42巻第 1号通巻第 484号　2018年 1月 1日発行

編集・発行 人間文化研究機構 国立民族学博物館
 〒 565-8511 大阪府吹田市千里万博公園 10-1
 電話　06-6876-2151

発行人 園田直子
編集委員 丹羽典生（編集長）　寺村裕史　三島禎子
 南真木人　山中由里子　吉岡乾
デザイン 宮谷一款　長岡綾子
制作・協力 一般財団法人 千里文化財団
印刷 能登印刷株式会社

＊本誌についてのお問い合わせは国立民族学博物館広報係に
　お願いします。
＊本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

次号の予告
特集

企画展「現れよ。森羅の生
い の ち

命 ―
　　木彫家 藤戸竹喜の世界」関連

●表紙：本館所蔵の猫たち
前列右端から、一文人形（H0013959）、土人形（H0107962）、
人形（H0107961）、土人形（H0014686）、相良人形（H0011189）、
塑像（H0224068）、花巻人形（H0011416）、張り子人形（H0014244）

12018

月号

月
刊

みんぱくフェイスブック
https://www.facebook.com/MINPAKU.official/
みんぱくツイッター
https://twitter.com/MINPAKUofficial

みんぱくホームページ

http://www.minpaku.ac.jp/

②


