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動
物
　
ネ
コ

　

猫
ア
レ
ル
ギ
ー
、
猫
嫌
い
の
人
に
は
迷
惑
で
す
が
、
ネ
コ
で
地

域
づ
く
り
・
地
域
お
こ
し
は
効
果
が
絶
大
で
す
。
こ
こ
だ
け
戦
略

と
自
力
戦
略
と
リ
ン
カ
ー
ン
戦
略
と
想
い
出
戦
略
と
体
験
戦
略
と

い
つ
で
も
戦
略
と
ネ
ッ
ト
戦
略
で
す
。

●
和
歌
山
電
鐵
の
た
ま
駅
長

　

和
歌
山
電
鐵
の
貴
志
川
線
は
南
海
電
鉄
の
傘
下
で
し
た
が
、
地

方
私
鉄
の
典
型
で
、
平
成
18
年
に
廃
線
の
予
定
で
し
た
。
そ
れ
を
県

と
和
歌
山
市
が
支
援
し
、
岡
山
の
両
備
鉄
道
の
運
営
で
継
続
し
た

は
良
い
も
の
の
、
前
途
多
難
で
し
た
。
経
営
移
管
後
、
デ
ザ
イ
ナ

ー
の
水
戸
岡
さ
ん（
Ｊ
Ｒ
九
州
で
実
績
多
数
）の
ア
ド
バ
イ
ス
で「
い

ち
ご
電
車
」
を
走
ら
せ
ま
す
。「
金
の
い
ち
ご
」「
銀
の
い
ち
ご
」

を
ち
り
ば
め
て
い
く
10
年
構
想
で
し
た
が
、
ぱ
っ
と
し
ま
せ
ん
。

　

そ
ん
な
中
、
終
点
の
貴
志
駅
に
あ
る
よ
ろ
ず
屋
、
小
山
商
店
の

居
候
猫
「
た
ま
」
が
駅
に
出
入
り
し
て
お
り
、
コ
ア
な
ネ
コ
好
き

が
貴
志
駅
詣
で
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
す
が
、
和
歌
山
電
鐵
の
経
営

者
が
そ
れ
に
注
目
し
た
の
で
す
。
平
成
19
年
の
「
た
ま
駅
長
」
誕
生

後
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
間
に
ど
っ
と
観
光
客
が
増
え
ま
し
た
。

こ
れ
と
い
っ
て
観
光
資
源
の
な
い
沿
線
で
す
が
、
終
点
の
貴
志
駅

に
人
を
誘
導
す
る
作
戦
は
大
あ
た
り
で
し
た
。
南
海
時
代
、
運
行

実
績
は
年
々
下
が
っ
て
い
ま
し
た
が
、
和
歌
山
電
鐵
に
な
っ
て
か

ら
は
増
収
で
す
。 

定
期
利
用
者
は
増
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
観
光
客

に
は
正
規
運
賃
で
乗
っ
て
も
ら
え
る
の
で
か
な
り
の
増
収
に
な
り

ま
す
。
そ
の
後「
た
ま
」は
重
役
に
昇
格
し
ま
し
た
。
貴
志
駅
は「
た

ま
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
し
て
改
装
さ
れ
、
カ
フ
ェ
も
で
き
ま
し
た
。

駅
舎
も
ネ
コ
の
顔
で
、
ネ
コ
神
社
も
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た

ま
も
平
成
27
年
夏
、
あ
の
世
に
旅
立
っ
て
し
ま
い
、
駅
長
代
行
だ
っ

た
「
ニ
タ
マ
」
が
駅
長
に
昇
格
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
一
時
の
ブ
ー
ム
に
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に
は
、
ネ
コ
に

関
連
の
あ
る
地
域
お
こ
し
か
ら
、
ネ
コ
に
関
連
の
あ
る
地
域
づ
く

り
に
広
げ
、
ま
ち
と
沿
線
全
体
で
ネ
コ
好
き
の
人
と
の
親
和
性
を

高
め
る
工
夫
が
必
要
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
将
来
は
、
ネ
コ
づ
く

し
の
ま
ち
常
滑
な
ど
ネ
コ
に
ゆ
か
り
の
土
地
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た

り
、
各
地
の
ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
や
ネ
コ
カ
フ
ェ
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し

和歌山電鐡貴志駅　和歌山県和歌山市

ニタマ
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た
り
、
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
化
す
る
の
で
し
ょ
う
。

　

周
囲
の
観
光
資
源
と
の
連
携
も
課
題
で
す
。
日
前
宮
、
竈
山
神
社
、

伊
太
祁
曽
神
社
へ
の
三
社
参
り
の
た
め
の
鉄
道
と
し
て
大
正
5
年

に
開
業
し
た
歴
史
あ
る
路
線
で
す
が
、
従
来
の
ご
利
益
と
客
層
と

は
別
に
、
た
ま
の
ブ
ー
ム
と
相
乗
効
果
の
あ
る
周
遊
観
光
戦
略
が

必
要
で
す
。
ア
ニ
メ
な
ど
の
物
語
の
創
造
、
ご
利
益
と
巡
礼
路
の

創
造
、
イ
ベ
ン
ト
創
設
な
ど
も
検
討
に
値
し
ま
す
。

■
地
域
ネ
コ

　
「
地
域
ネ
コ
」
と
は
、
野
良
猫
だ
け
れ
ど
地
域
の
人
が
エ
サ
を
や

る
な
ど
の
面
倒
を
み
て
お
り
、
地
域
や
家
に
住
み
着
い
て
い
る
ネ

コ
た
ち
で
、
た
ま
駅
長
も
そ
れ
で
し
た
。
ネ
コ
が
路
上
や
塀
の
上
で

の
ん
び
り
し
て
い
る
ま
ち
は
、
人
々
も
穏
や
か
で
親
切
で
す
。
逆
に
、

ネ
コ
が
う
ろ
つ
け
な
い
ま
ち
は
落
ち
着
き
ま
せ
ん
。
都
会
で
は
車

が
多
く
危
険
で
、
施
設
や
店
舗
の
邪
魔
に
な
り
ま
す
し
、
公
園
や

寺
社
な
ど
に
捨
て
ら
れ
ま
す
か
ら
、
地
域
ネ
コ
は
嫌
わ
れ
ま
す
。

　

ネ
コ
は
日
本
各
地
の
歴
史
と
文
化
に
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
い

な
か
で
は
た
く
さ
ん
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
養
蚕
農
村
で
は
カ
イ
コ

を
食
い
荒
ら
す
ネ
ズ
ミ
除
け
と
し
て
ネ
コ
を
飼
っ
て
い
た
時
代
が

あ
り
、
今
で
も
半
分
野
良
猫
で
、
放
し
飼
い
で
す
。
漁
港
で
は
ネ

コ
が
大
漁
を
呼
ぶ
と
信
じ
ら
れ
、
餌
も
豊
富
だ
っ
た
た
め
、
ネ
コ

の
天
国
で
す
。
有
名
な
所
で
は
、
宮
城
県
の
松
島
湾
に
浮
か
ぶ
田

代
島
、
瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
岡
山
の
真
鍋
島
、
愛
媛
の
青
島
で
す
。

●
田
代
島

　

宮
城
県
石
巻
市
に
属
す
る
田
代
島
の
「
田
代
島
に
ゃ
ん
こ
・
ザ
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
田
代
島
に
ゃ
ん
こ
共
和
国
）」
は
、
東
日
本
大
震

災
の
復
興
を
目
的
に
、
地
元
で
か
き
養
殖
に
携
わ
る
漁
師
と
有
志

が
立
ち
上
げ
た
支
援
基
金
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。

　

釣
り
客
以
外
訪
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
離
島
で
す
が
、
猫
島
と

呼
ば
れ
て
以
降
は
、
島
の
個
性
的
な
猫
達
を
見
に
、
若
者
や
家
族

連
れ
、
さ
ら
に
は
海
外
か
ら
の
観
光
客
で
賑
わ
い
を
み
せ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
平
成
20
年
に
は
三
千
人
強
だ
っ
た
観
光
客
が
、

震
災
前
年
の
平
成
22
年
に
は
四
倍
近
く
に
増
え
、
石
巻
市
も
島
の
観

光
を
支
援
し
よ
う
と
し
た
矢
先
の
被
災
で
し
た
。
漁
の
道
具
、
網

や
船
、
か
き
棚
、
む
き
場
設
備
、
住
宅
へ
の
被
害
も
多
く
、
島
民
60

たま電車
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人
ほ
ど
の
８
割
が
高
齢
者
で
す
か
ら
、
再
生
の
め
ど
が
立
た
な
い

状
況
で
し
た
。
そ
ん
な
中
、
資
金
を
使
用
す
る
目
的
を
明
ら
か
に

し
て
直
接
賛
同
者
を
募
る
運
動
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

島
を
守
る
と
い
う
伝
説
を
持
つ
ネ
コ
に
あ
や
か
り
、
そ
の
年
の

6

月
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
募
集
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
、
猫
が
縁
で

田
代
島
を
知
っ
て
い
た
多
く
の
方
々
の
ク
チ
コ
ミ
に
後
押
し
さ
れ
、

想
像
で
き
な
い
早
さ
で
支
援
者
が
増
え
、
わ
ず
か
三
か
月
ほ
ど
で

目
標
金
額
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
後
「
田
代
島
に

ゃ
ん
こ
共
和
国
国
民
」
の
登
録
証
を
配
布
し
、
グ
ッ
ズ
等
の
配
送

を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
真
鍋
島

　

真
鍋
島
は
岡
山
県
笠
岡
市
に
属
し
、
瀬
戸
内
海
の
中
程
に
位
置
す

る
小
島
で
す
。
わ
が
国
最
初
の
国
立
公
園
と
し
て
昭
和
9
年
に
指

定
さ
れ
た
瀬
戸
内
海
国
立
公
園

（
笠
岡
諸
島
等
の
島
々
）
の
区

域
内
に
あ
り
、
源
平
合
戦
な
ど

で
千
年
以
上
の
歴
史
を
有
し
て

い
ま
す
。
か
つ
て
島
の
人
口
は

約
六
百
人
。
男
は
漁
に
、
女
は

畑
に
と
い
う
島
で
、
花
卉
栽
培

で
知
ら
れ
、
花
の
島
と
も
呼
ば

れ
ま
し
た
。
夏
目
雅
子
主
演
の

映
画
『
瀬
戸
内
少
年
野
球
団
』

の
ロ
ケ
地
と
し
て
も
有
名
に
な

り
ま
し
た
。
今
で
は
過
疎
化
が

進
み
、
人
口
約
二
百
人
の
老
齢
化
が
進
ん
だ
島
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
島
に
注
目
し
た
の
が
ネ
コ
好
き
の
人
た
ち
で
す
。
瀬
戸
内

の
島
に
は
ネ
コ
が
多
く
見
か
け
ら
れ
ま
す
が
、
真
鍋
島
は
人
の
数

よ
り
も
ネ
コ
の
ほ
う
が
多
い
島
と
し
て
有
名
に
な
り
ま
し
た
。
彼

ら
が
訪
問
す
る
お
か
げ
で
島
に
活
気
が
出
て
、
経
営
状
態
が
厳
し

い
船
便
の
支
え
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

確
か
に
島
の
ネ
コ
は
数
が
多
く
、
飼
い
猫
と
野
良
猫
が
入
り
混

じ
り
、
の
ん
び
り
と
暮
し
て
い
ま
す
。
美
し
い
自
然
と
な
つ
か
し

い
街
並
。
都
会
人
が
き
さ
く
な
人
々
と
ネ
コ
に
癒
さ
れ
る
の
も
当

然
で
す
。

　
　

田代島のネコ　宮城県石巻市
（写真：田代島にゃんこ共和国）

真鍋島　岡山県笠岡市
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■
ネ
コ
好
き
の
巡
礼
へ　

　

地
方
の
人
に
は
ネ
コ
は
日
常
で
す
が
、
都
会
人
は
積
極
的
に
触
れ

合
い
た
い
の
で
、
地
方
の
観
光
地
に
こ
そ
ネ
コ
カ
フ
ェ
が
必
要
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
都
会
の
よ
う
な
ネ
コ
カ
フ
ェ
で
は
な
く
、
真

鍋
島
の
よ
う
な
、
地
域
ネ
コ
が
ご
ろ
ご
ろ
い
る
「
場
」
で
良
い
の

で
し
ょ
う
。

　

常
滑
に
あ
る
よ
う
な
ネ
コ
関
連
の
ス
ト
リ
ー
ト
フ
ァ
ニ
チ
ャ
ー

や
公
共
デ
ザ
イ
ン
も
、
も
っ
と
増
え
て
良
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ゆ

く
ゆ
く
は
「
ネ
コ
の
い
る
街
並
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
な
ど
に
発
展
す

る
と
、
ネ
コ
好
き
の
巡
礼
も
盛
ん
に
な
る
で
し
ょ
う
。
彦
根
の
「
ひ

こ
に
ゃ
ん
」
な
ど
の
ゆ
る
き
ゃ
ら
も
連
携
さ
せ
ま
し
ょ
う
。 

全
国

に
は
た
く
さ
ん
の
「
ネ
コ
型

ゆ
る
き
ゃ
ら
」
が
い
ま
す
か

ら
。

タコツボの上に陣取り

食事中ですが、なにか？

あーうまかった！


