
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. ）
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