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昨
今
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム

は
、
猫
に
軍
配
が
あ
が

つ

て
い
る
そ
う
だ
が
、
オ
オ

カ
ミ
か
ら
進
化
し
た
と
さ

れ
る
犬
は
、
最
も
早
く
家

畜
化
し
た
動
物
で
、
人
間

に
と

っ
て

一
番
古
い
友
だ

と
言
わ
れ
て
い
る
。
イ
ノ

”
″
厳
Ｍ
』
は
帥
罐
嗣
”

れ
て
い
る
よ
う
に
、
早
く

か
ら
狩
猟
に
欠
か
せ
な
い

存
在
だ

っ
た
。

島
日
本
書
紀
』
や

『風

土
記
』
に
も
犬
は
登
場
し
、

「足
往
（あ
ゆ
き
）
」

（垂

仁
紀
）
、
「麻
奈
志
漏

（ま

な
し
ろ
）
」

（播
磨
国
風

土
記
）
な
ど
の
名
前
も
分

か
る
。
イ
ノ
シ
シ
と
戦

っ

て
亡
く
な

っ
た
後
者
は
、

応
神
天
皇
の
飼
い
犬
で
、

「愛
娘
（ま
な
む
す
め
）
」

な
ど
の
用
法
か
ら
考
え
る
、

と

「か
わ
い
い
シ
ロ
」
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

今
年
春
、
達
磨
寺

（王

寺
町
）
境
内
の
雪
丸
と
呼

ば
れ
る

高
さ
５０
考
ほ
ど

の
犬
の
石
像
が
、
町
の
有

形
民
俗
文
化
財

に
指
定

さ
れ
た
。
三
寺
町
マ
ス
コ

ッ
ト
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
の

「雪
丸
」
は
す
で
に

入

気
者
だ

っ
た
。
雪
丸
は
聖

徳
太
子
の
愛
犬
で
、
元
旦

に
ほ
え
る
と
も
ヽ
ほ
え
る

と
そ

の
年

は

豊

作

に

な

る
と
も
い
わ
れ
、

１８
世
紀

末
に
刊
行
さ
れ
た

『
大
和

名
所
図
会
』
に
も
描
か
れ

て
い
る
。

「雪
丸
」
と
い

う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
も
シ

ロ
だ
。

県
東
北
部
の
山
添
村
な

ど
で
は
、
大
み
そ
か
に
家

単
位
で
正
月
の
神
、
フ
ク

マ
ル
を
迎
え
る
行
事
を
今

も
行
う
。
家
の
近
く
で
火

を
た
い
て
供
え
物
を
し
、

フ
ク

マ
ル

コ
ッ
コ
と
唱

え
、
そ
の
火
を
持
ち
帰

っ

て
雑
煮
を
炊
く
っ

林
宏
先
生
の

「フ
ク
マ

ル
迎
え
行
事
資
料
」
に
よ

れ
ば
、
山
添
村
中
峯
山
で

籠
）工
霙

“
は

を
去

っ
た
の
で
、
そ
れ
を

迎
え
る
行
事
だ
と
い
う

翁
近
畿
民
俗
』
２‐
号
）
。

フ
ク
マ
ル
行
事
は
、
大
和

郡
山
市
伊
豆
七
条
で
今
も

行
わ
れ
て
お
り
、
か
つ
て

は
盆
地
部
で
も
行
わ
れ
て

い
た
よ
う
だ
。
一

正
月
の
神
が
犬
の
姿
を

し
て
、
人
々
に
福
を
も
た

ら
し
て
く
れ
る
と
い
う
考

え
が
、
聖
徳
太
子
伝
説
と

結
び
つ
い
て
、
か
わ
い
い

石
像
と
な

っ
た
の
だ
ろ
う

か
。（奈

良
民
俗
文
化
研
究
所

代
表

一
鹿
谷
勲
）

やまと民俗への招待
S‐_愉 下 警襄鸞扮 ダ集卜輯辟澤桑lや

愛
ら
し
き
正
月
の
神

王寺 町指定有形民俗 文化財 にな つた

石造雪 丸像=王 寺 町の達磨 寺 で

●
一謝
ヽ


