
　

銃
弾
を
受
け
て
う
ず
く
ま
る
白
い
雄
牛
。
男
性
の
手
元
に
は
煙

を
放
つ
猟
銃
が
見
え
ま
す
。
額
の
毛
が
渦
巻
き
、
鋭
く
長
い
角

を
持
つ
こ
の
牛
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ホ
ワ
イ
ト
パ
ー
ク
、
も
し
く
は

パ
ー
ク
キ
ャ
ト
ル
と
呼
ば
れ
る
野
生
化
牛
で
す
。
こ
の
牛
達
は
長

ら
く
、
イ
ギ
リ
ス
王
侯
貴
族
の
狩
り
の
対
象
で
し
た
。
イ
ギ
リ
ス

で
１
２
２
５
年
に
制
定
さ
れ
た
保
護
区
域
に
こ
の
牛
の
祖
先
と
な

る
牛
の
生
息
域
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
野
生
状
態
の
ま
ま
牛
が

世
代
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
の
系
統
は
現
在
ま
で
存
続
し
て
お

り
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
４
つ

の
保
護
区
が
あ
り
ま
す
。

　

ホ
ワ
イ
ト
パ
ー
ク
の
起
源
は
定
か
で
な
く
、
１
０
６
６
年
の
ノ

ル
マ
ン
人
に
よ
る
英
国
征
服
に
と
も
な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
か

ら
も
た
ら
さ
れ
た
牛
が
は
じ
ま
り
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
で

も
チ
リ
ン
ガ
ム
自
然
公
園
の
個
体
群
は
13
世
紀
か
ら
系
統
が
守
ら

れ
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
、
少
な
く
と
も
３
０
０
年
間
は
外
部
の
牛

を
入
れ
ず
群
れ
内
で
の
交
配
が
続
い
て
き
ま
し
た
。
近
年
の
ミ
ト

コ
ン
ド
リ
ア
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
の
結
果
、
ホ
ワ
イ
ト
パ
ー
ク
は
、
ホ
ル

ス
タ
イ
ン
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
品
種
と
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
分
類

さ
れ
て
い
ま
す
。
牛
の
野
生
原
種
オ
ー
ロ
ッ
ク
ス
に
近
い
と
考
え

ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ー
ロ
ッ
ク
ス
か

ら
の
遺
伝
子
移
入
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
近
代
的
な
品
種
改

良
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
牛
の
特
徴
を
残
し
た
牛
品
種
な
の
で
す
。

　

現
在
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
４
つ
の
保
護
区
で
、
３
０
０
０
頭
ほ
ど

の
ホ
ワ
イ
ト
パ
ー
ク
が
お
り
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
チ
リ
ン
ガ
ム

公
園
で
は
約
１
０
０
頭
が
飼
育
さ
れ
て
い
ま
す
。
長
年
に
わ
た
る

近
親
交
配
に
よ
り
、
遺
伝
子
の
均
質
化
（
核
遺
伝
子
の
ホ
モ
化
）

が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
１
９
１
８
年
に
ホ
ワ
イ
ト
パ
ー
ク
協
会
が

設
立
さ
れ
、
遺
伝
的
な
多
様
性
を
維
持
し
な
が
ら
品
種
の
保
存
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
品
種
改
良
の
遺
伝
的
資
源
と
し
て
、
ま
た
、

イ
ギ
リ
ス
の
自
然
と
歴
史
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
人
々
に
大
切

に
さ
れ
て
い
ま
す
。

ホ
ワ
イ
ト
パ
ー
ク　

チ
リ
ン
ガ
ム

リトグラフ　

イギリス

牛の博物館
所蔵

（1）



　

わ
た
し
た
ち
は
空
腹
を
感
じ
る
と

食
事
を
し
て
、
生
存
に
必
要
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
摂
取
し
ま
す
。
し
か
し
、

野
生
の
動
物
は
、
た
と
え
空
腹
で
も

餌
に
あ
り
つ
け
な
い
こ
と
が
多
く
あ

り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
、
一
部
の
動

物
は
自
ら
の
体
温
を
あ
え
て
低
下
さ

せ
、
代
謝
を
抑
え
る
こ
と
で
冬
眠
に

似
た
生
理
状
態
を
誘
導
し
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
現
象
は
“ト
ー
パ
ー
（
日

内
休
眠
）
”
と
呼
ば
れ
、
無
駄
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
を
減
ら
す
こ
と
に

よ
っ
て
飢
餓
を
生
き
の
び
る
生
存
戦

略
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
ど
の
よ
う
な
し
く
み
で
ト
ー

パ
ー
が
誘
導
さ
れ
る
の
か
は
、
長
い

間
、
不
明
で
し
た
。

　

著
者
ら
は
、
当
初
、
食
欲
に
関
す

る
研
究
を
進
め
て
お
り
、
胃
か
ら
グ

レ
リ
ン
と
い
う
ホ
ル
モ
ン
が
分
泌
さ

れ
る
と
脳
が
刺
激
さ
れ
、
食
欲
が
生

じ
る
こ
と
を
示
し
て
き
ま
し
た
。
あ

る
と
き
、
グ
レ
リ
ン
を
分
泌
で
き
な

い
特
殊
な
マ
ウ
ス
（
研
究
で
使
用
す

る
ネ
ズ
ミ
）
を
作
製
し
、
実
験
的
な

飢
餓
で
あ
る
絶
食
実
験
を
お
こ
な
い

ま
し
た
。
す
る
と
、
通
常
の
マ
ウ
ス

で
は
ト
ー
パ
ー
が
生
じ
る
の
に
対
し
、

グ
レ
リ
ン
を
分
泌
で
き
な
い
マ
ウ
ス

で
は
体
温
が
低
下
せ
ず
、
ト
ー
パ
ー

を
誘
導
で
き
な
い
こ
と
を
発
見
し
ま

し
た
。
す
な
わ
ち
、
ト
ー
パ
ー
の
誘

導
に
は
グ
レ
リ
ン
と
い
う
ホ
ル
モ
ン

が
必
要
で
あ
る
可
能
性
を
示
す
結
果

で
し
た
。
そ
の
後
の
詳
細
な
解
析
か

ら
、
グ
レ
リ
ン
は
、
餌
が
あ
る
と
き

に
は
食
欲
を
刺
激
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー

摂
取
を
促
し
ま
す
が
、
餌
を
摂
取
で

き
な
い
飢
餓
状
態
に
な
る
と
ト
ー

パ
ー
を
誘
導
し
、
無
駄
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
を
抑
え
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
（
図
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
、
グ
レ
リ
ン
は
餌
の
有
無
に
関
わ

ら
ず
か
ら
だ
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
保
持

す
る
役
割
を
持
つ
こ
と
、
ま
た
、
飢

餓
を
生
き
の
び
る
た
め
に
欠
か
せ
な

い
ホ
ル
モ
ン
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

　

ト
ー
パ
ー
と
同
じ
よ
う
に
体
温
が

低
下
す
る
現
象
と
し
て
、
雪
山
遭
難

時
な
ど
に
見
ら
れ
る
低
体
温
症
が
あ

り
ま
す
。
低
体
温
症
で
は
脳
や
心
臓

の
機
能
も
低
下
し
、
そ
の
ま
ま
体
温

が
低
下
し
続
け
る
と
や
が
て
死
に
至

り
ま
す
。
一
方
で
ト
ー
パ
ー
は
、
食

物
を
摂
取
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
体

温
が
速
や
か
に
正
常
値
ま
で
回
復
し
、

脳
を
含
め
て
全
身
の
臓
器
に
一
切
障

害
を
残
さ
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り

ま
す
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
ウ
シ
な
ど
の
家

畜
に
お
い
て
ト
ー
パ
ー
は
観
察
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
が
、
グ
レ
リ
ン
が
分
泌

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
ト
ー
パ
ー
の
し
く
み
を
完
全
に

理
解
す
る
た
め
に
は
ま
だ
基
礎
的
な

研
究
が
必
要
で
す
が
、
も
し
人
為
的

な
ト
ー
パ
ー
の
誘
導
が
可
能
に
な
れ

ば
、
ス
ト
レ
ス
の
な
い
家
畜
の
輸
送

や
、
適
切
な
鮮
度
を
維
持
し
た
畜
肉

の
保
存
な
ど
の
実
現
が
期
待
さ
れ
ま

す
。
同
様
に
ヒ
ト
で
は
、
移
植
臓
器

の
輸
送
時
間
を
延
長
す
る
技
術
開
発

に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
未

知
の
生
命
現
象
を
解
き
明
か
す
楽
し

み
は
、
未
来
の
技
術
革
新
に
つ
な
が

る
第
一
歩
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

飢
餓
を
生
き
の
び
る
生
物
学 

　
　
　
ー
ト
ー
パ
ー
の
し
く
み
を
探
る
ー

久
留
米
大
学
分
子
生
命
科
学
研
究
所
　
教
授
　
佐
　
藤
　
貴
　
弘

寄  稿

　

動
物
・
植
物
・
鉱
物
な
ど
、
様
々

な
自
然
史
資
料
を
収
集
・
分
類
す
る

博
物
学
は
、
西
洋
に
お
い
て
、
古
く

は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
自
然
哲
学
を

ル
ー
ツ
と
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
・
大
航

海
時
代
を
経
て
16
世
紀
後
半
か
ら
急

速
に
発
達
し
ま
し
た
。
18
世
紀
～
19

世
紀
に
は
、
列
強
に
よ
る
帝
国
主
義

の
台
頭
を
背
景
に
、
世
界
各
地
を
対

象
に
自
然
史
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
収
集

が
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
う
し

た
近
代
博
物
学
の
流
れ
が
、
現
在
の

分
野
ご
と
に
細
分
化
・
専
門
化
さ
れ

た
自
然
科
学
へ
と
通
じ
て
い
ま
す
。

　

博
物
学
と
博
物
画
、
こ
の
２
つ
は

ま
さ
し
く
両
輪
の
ご
と
く
発
展
し
て

き
ま
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
学
問
の
影
響

を
受
け
て
始
ま
っ
た
ル
ネ
サ
ン
ス

は
、
画
家
た
ち
に
科
学
的
な
視
点
を

与
え
ま
し
た
。
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・

ヴ
ィ
ン
チ
は
学
問
的
な
視
点
か
ら
精

密
に
描
か
れ
た
動
植
物
の
ス
ケ
ッ
チ

を
制
作
し
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
「
犀さ
い

」

の
版
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ア
フ

リ
カ
・
新
大
陸
（
ア
メ
リ
カ
）
・
ア

ジ
ア
な
ど
の
西
洋
の
外
の
世
界
の
モ

チ
ー
フ
が
絵
画
の
世
界
を
も
拡
張
し

ま
す
。
博
物
学
の
全
盛
期
と
な
っ
た

近
代
に
は
、
印
刷
技
術
の
発
展
も
相

ま
っ
て
、
美
し
く
精
密
に
描
か
れ
た

動
植
物
の
図
版
や
、
世
界
中
の
自
然

史
を
網
羅
し
た
挿
絵
付
き
の
図
鑑
が

盛
ん
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
他
方
で
、

近
代
の
こ
う
し
た
目
覚
ま
し
い
学
問

の
発
展
と
、
植
民
地
に
対
す
る
支
配

と
収
奪
が
無
関
係
で
な
い
こ
と
は
忘

れ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

博
物
画
は
単
な
る
静
物
画
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
図
鑑
な
ど
に
描
か
れ
た

自
然
物
は
、
背
景
や
装
飾
な
ど
は
簡

略
化
さ
れ
、
専
門
家
に
よ
る
指
導
の

下
、
精
密
か
つ
客
観
的
に
描
か
れ
ま

す
。
ま
た
、
絵
を
使
用
す
る
こ
と
で

特
定
の
情
報
を
抜
粋
し
、
複
雑
な
事

象
を
分
か
り
や
す
く
図
解
す
る
こ
と

も
可
能
で
す
。
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
が
持
つ
こ
う
し
た
能
力
は
、
現
在

に
お
い
て
も
、
写
真
や
言
葉
で
の
伝

達
と
は
異
な
る
強
み
を
有
し
て
い
ま

す
。

　

「
新
し
い
物
事
を
知
り
た
い
・
見

て
み
た
い
。
」
と
い
う
人
々
の
欲
望

が
失
わ
れ
ず
、
学
問
が
新
た
な
発
見

に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
続
け
る
限
り
、

こ
れ
か
ら
も
博
物
画
は
そ
れ
に
何
ら

か
の
形
で
寄
り
添
っ
て
い
く
の
で

し
ょ
う
。

  

牛
の
な
ん
で
も
コ
ラ
ム
③

アメリカバイソンのリトグラフ

美
術
的
視
点
か
ら
み
る
博
物
画

　
　
　
　
学
芸
調
査
員
　
佐
藤
　
友
映

こうした図版の普及は、近代の人々に
外の世界への広がりを認識させました。

（2）



新撰 種牛図譜　根岸錬吉 画　明治36年(1903)新種牛図譜　根岸錬吉 画　明治44年(1911)

　

対
象
の
特
徴
を
細
部
ま
で
明
瞭
に
描
写
・
記

録
で
き
る
博
物
画
。
家
畜
に
お
い
て
は
、
毛
色

や
肉
付
き
な
ど
、
品
種
の
特
徴
を
伝
え
、
そ
の

改
良
課
題
を
明
確
化
し
ま
す
。
外
国
品
種
を
積

極
的
に
取
り
入
れ
た
明
治
期
の
牛
の
改
良
史
を
、

当
時
の
品
種
図
譜
と
と
も
に
見
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

明
治
初
頭
の
洋
種
導
入

　

明
治
政
府
は
富
国
強
兵
を
掲
げ
、
勧
農
政
策

の
要
と
し
て
牧
畜
業
で
の
西
洋
技
術
導
入
に
つ

と
め
ま
し
た
。
日
本
の
在
来
牛
は
小
型
で
あ
っ

た
た
め
、
生
産
性
の
高
い
牛
を
目
指
し
て
外
国

品
種
を
導
入
し
て
在
来
牛
と
の
交
配
を
進
め
ま

す
。
明
治
初
頭
の
シ
ョ
ー
ト
ホ
ー
ン
、
デ
ボ
ン

と
の
交
配
に
よ
っ
て
、
日
本
の
牛
の
体
格
や
発

育
は
向
上
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
具
体
的
方
針

の
な
い
交
配
に
よ
り
、
肉
質
が
低
下
す
る
な
ど
、

改
良
は
失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た
。

近
代
的
な
改
良
方
針
と
洋
種
ブ
ー
ム

　

明
治
33
年
（
１
９
０
０
）
、
種
牛
改
良
調
査

会
よ
り
、
牛
の
改
良
方
針
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

狭
い
土
地
で
飼
育
で
き
、
労
働
・
牛
乳
・
牛
肉

へ
の
利
用
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
役
乳
肉
の
三

用
途
兼
用
の
品
種
と
し
て
エ
ア
シ
ャ
ー
、
シ
ン

メ
ン
タ
ー
ル
、
ブ
ラ
ウ
ン
ス
イ
ス
が
外
国
交
配

種
と
さ
れ
、
日
本
在
来
牛
と
の
交
配
が
進
め
ら

れ
て
い
き
ま
す
。
明
治
37
年
（
１
９
０
４
）
か

ら
翌
年
に
か
け
て
の
日
露
戦
争
の
好
景
気
・
牛

肉
消
費
の
拡
大
の
波
に
乗
っ
て
、
大
型
で
発
育

の
良
い
和
洋
雑
種
は
、
共
進
会
や
市
場
で
高
く

評
価
さ
れ
ま
す
。
洋
種
熱
は
ピ
ー
ク
を
迎
え
、

各
地
で
外
国
品
種
の
種
牛
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

新
撰 

種
牛
図
譜
・
新
種
牛
図
譜
が
出
版
さ

れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
す
。
し
か
し
、
日
露

戦
争
後
の
不
況
を
背
景
に
、
高
騰
し
て
い
た

雑
種
牛
の
価
格
は
暴
落
し
、
急
速
に
人
気
を

失
い
ま
す
。

　

洋
種
ブ
ー
ム
終
焉
を
受
け
て
、
新
た
な
改

良
方
針
が
必
要
と
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
45
年

（
１
９
１
２
）
、
雑
種
方
針
を
転
換
し
、
そ

の
整
理
固
定
を
図
る
方
向
が
打
ち
出
さ
れ
ま

す
。
役
肉
乳
三
用
途
兼
用
の
改
良
方
針
を
改

め
、
乳
用
に
は
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
お
よ
び
エ
ア

シ
ャ
ー
、
役
肉
用
に
は
当
時
の
和
洋
雑
種
を

整
理
・
選
抜
す
る
こ
と
で
改
良
を
行
っ
て
い

く
方
針
を
定
め
ま
し
た
。

和
牛
４
品
種
の
成
立

　

大
正
元
年
（
１
９
１
２
）
よ
り
改
良
和

種
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
和
洋
雑
種

で
す
が
、
各
道
府
県
ご
と
に
改
良
目
標
を

立
て
て
選
抜
が
行
わ
れ
て
い
き
ま
す
。
審

査
標
準
や
標
準
体
型
を
定
め
、
牛
の
戸
籍

で
あ
る
登
録
制
度
を
整
え
ま
す
。
昭
和
19

年
（
１
９
４
４
）
、
黒く

ろ

毛げ

和わ

種し
ゅ

、
無む

角か
く

和わ

種し
ゅ

、
褐あ

か

毛げ

和わ

種し
ゅ

の
３
つ
の
和
牛
品
種
が
成

立
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
遅
れ
て
昭
和
32
年

（
１
９
５
７
）
日に

本ほ
ん

短た
ん

角か
く

種し
ゅ

が
成
立
し
、
和

牛
４
品
種
が
そ
ろ
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
、
日
本
在
来
牛
の
長
所
を
残
し
、
小
柄

な
体
格
な
ど
の
短
所
を
外
国
品
種
の
長
所
で

補
っ
て
生
ま
れ
た
、
日
本
独
自
の
牛
の
品
種

で
す
。
つ
ま
り
、
明
治
維
新
後
の
改
良
の
歴

史
を
現
在
の
品
種
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。

　精緻な石版画で牛の品種を紹介した図譜で
す。ヨーロッパの代表的な肉用品種・乳用品種
11品種に加え、国内からは但馬種・出雲種も紹
介しており、在来牛の改良意識と外国品種への
関心が感じられます。

　種牛図譜から８年後に出版された本作には彩
色が施されています。前作でも紹介した外国品
種８品種ですが、当時実際に活躍した種牛を描
いており、国内に外国品種が普及してきた情勢
を反映しています。

エアシャーホルスタイン

シンメンタールブラウンスイス

牛
の
品
種
図
譜
と
改
良
史

｜
明
治
期
に
お
け
る
外
国
品
種
導
入
の
試
み
｜

第
32
回
企
画
展

令
和
６
年
７
月
20
日
（
土
）
〜
10
月
20
日
（
日
）
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明
治
時
代
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
づ
く
り

　

「
幸
せ
」
を
ど
の
様
に
感
じ
て
い

ま
す
か
。
こ
の
定
義
は
人
そ
れ
ぞ
れ

で
異
な
る
よ
う
で
す
が
、
ホ
ル
モ
ン

と
呼
ば
れ
る
生
体
内
情
報
物
質
の
作

用
に
よ
っ
て
脳
が
幸
せ
を
感
じ
て
い

ま
す
。
ホ
ル
モ
ン
は
血
液
の
中
で
は

ご
く
微
量
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
体

の
健
康
維
持
の
た
め
に
必
要
な
機
能

を
調
節
す
る
働
き
が
あ
り
ま
す
。
ホ

ル
モ
ン
が
発
見
さ
れ
る
前
は
、
い
ろ

い
ろ
な
臓
器
は
脳
か
ら
の
一
方
通
行

の
命
令
だ
け
で
動
い
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
英

国
の
生
理
学
者
ベ
イ
リ
ス
と
ス
タ
ー

リ
ン
グ
の
研
究
で
、
脳
と
は
独
立
し

た
命
令
系
統
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、

命
令
を
伝
え
る
物
質
は
ホ
ル
モ
ン
と

名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
、
体
の

中
で
１
０
０
種
類
以
上
の
ホ
ル
モ
ン

が
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

感
情
を
制
御
す
る
脳
内
の
神
経
伝

達
物
質
と
し
て
は
、
快
感
と
喜
び
を

も
た
ら
す
ド
パ
ミ
ン
に
加
え
、
不
安

感
と
恐
怖
感
を
誘
導
す
る
ノ
ル
ア
ド

レ
ナ
リ
ン
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
ド
パ
ミ
ン
は
更
な
る

大
き
な
快
楽
を
欲
す
る
作
用
が
あ
り
、

ノ
ル
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
は
集
中
力
を
高

め
て
常
に
臨
戦
状
態
を
維
持
さ
せ
る

作
用
が
あ
ま
す
。
ど
ち
ら
に
偏
っ
て

も
、
「
禍
福
は
糾あ

ざ
な

え
る
縄
の
ご
と

し
」
で
精
神
的
に
は
不
安
定
な
状
態

に
陥
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
面
白
い
こ

と
に
、
こ
の
二
つ
の
物
質
は
同
じ
ア

ミ
ノ
酸
チ
ロ
シ
ン
か
ら
合
成
さ
れ
ま

す
。

　

よ
っ
て
、
ド
パ
ミ
ン
と
ノ
ル
ア
ド

レ
ナ
リ
ン
の
脳
内
量
を
制
御
す
る
こ

と
が
、
安
定
し
た
精
神
状
態
を
維
持

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
セ
ロ
ト
ニ

ン
と
い
う
神
経
伝
達
物
質
に
は
、
ド

パ
ミ
ン
や
ノ
ル
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
な
ど

の
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
精
神

を
安
定
さ
せ
る
働
き
が
あ
り
ま
す
。

セ
ロ
ト
ニ
ン
は
必
須
ア
ミ
ノ
酸
ト
リ

プ
ト
フ
ァ
ン
か
ら
生
合
成
さ
れ
る
脳

内
の
神
経
伝
達
物
質
の
ひ
と
つ
で
す
。

セ
ロ
ト
ニ
ン
が
低
下
す
る
と
、
感
情

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
不
安
定
に
な
り

バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
こ
と
で
、
攻
撃
性

が
高
ま
り
、
不
安
や
う
つ
・
パ
ニ
ッ

ク
症
な
ど
の
精
神
症
状
を
引
き
起
こ

す
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
脳
で
合
成
さ
れ

る
セ
ロ
ト
ニ
ン
は
、
体
全
体
の
２
％

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
セ
ロ

ト
ニ
ン
を
脳
内
で
増
加
さ
せ
る
簡

単
な
二
つ
の
方
法
を
お
教
え
し
ま

す
。
一
つ
目
は
、
太
陽
の
光
を
５
分

間
ほ
ど
浴
び
る
と
脳
の
縫
線
核
の
細

胞
が
セ
ロ
ト
ニ
ン
を
放
出
し
始
め
ま

す
。
ま
た
、
15
分
以
上
の
軽
い
運
動

や
朝
食
を
良
く
か
ん
で
食
べ
る
咀
嚼

で
も
放
出
さ
れ
る
こ
と
が
調
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
セ
ロ
ト
ニ
ン
は

食
べ
て
も
脳
に
移
動
し
ま
せ
ん
の
で
、

セ
ロ
ト
ニ
ン
合
成
の
元
と
な
る
必
須

ア
ミ
ノ
酸
ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ン
を
多
く

含
ん
で
い
る
お
肉
、
ト
マ
ト
、
バ
ナ

ナ
な
ど
の
食
材
を
食
べ
る
様
に
心
掛

け
て
下
さ
い
。
「
幸
せ
」
は
、
早
起

き
し
て
朝
ご
は
ん
を
し
っ
か
り
食
べ
、

歩
き
な
が
ら
太
陽
を
浴
び
る
こ
と
が

一
番
の
よ
う
で
す
。

幸
せ
ホ
ル
モ
ン
の
セ
ロ
ト
ニ
ン

〈
連 

載
〉
サ
イ
エ
ン
ス
は
面
白
い
！

第
７
回

　
牛
の
博
物
館
館
長  

麻
　
生
　
　
　
久

氷と塩を入れた桶でアイスを冷やす様子

8/3

　

牛
の
博
物
館
で
は
牛
の
恵
み
を
感

じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
事
業
を
行
っ

て
お
り
、
８
月
３
日
に
は
明
治
時
代

の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
づ
く
り
体
験
を

行
い
ま
し
た
。
夏
休
み
期
間
と
い
う

こ
と
も
あ
り
多
く
の
親
子
連
れ
の
方

が
参
加
し
、
楽
し
く
学
び
な
が
ら
活

動
し
ま
し
た
。

　

こ
の
体
験
教
室
で
は
、
日
本
の
ア

イ
ス
の
歴
史
に
つ
い
て
学
び
つ
つ
、

明
治
36
年
に
発
行
さ
れ
た
「
食く

い

道ど
う

楽ら
く

」
（
村
井
弦
斎
著
）
の
レ
シ
ピ
の

と
お
り
に
ア
イ
ス
を
作
っ
て
、
現
代

の
レ
シ
ピ
で
作
っ
た
も
の
と
食
べ
比

べ
を
し
ま
す
。
明
治
時
代
の
ア
イ
ス

は
練
乳
、
お
湯
、
卵
、
砂
糖
、
コ
ー

ン
ス
タ
ー
チ
を
３
段
階
に
分
け
て
少

し
ず
つ
混
ぜ
合
わ
せ
て
湯
せ
ん
し
、

と
ろ
み
が
つ
い
た
ら
缶
の
中
に
入
れ
、

氷
と
塩
を
使
っ
て
桶
の
中
で
よ
く
冷

や
し
ま
す
。
缶
を
回
し
て
、
凍
っ
た

部
分
を
ヘ
ラ
で
こ
そ
げ
落
と
す
よ
う

に
し
な
が
ら
か
き
混
ぜ
て
い
く
と
、

少
し
ず
つ
全
体
が
固
ま
っ
て
い
き
ま

す
。
班
ご
と
に
分
か
れ
た
参
加
者
は
、

み
ん
な
で
交
代
し
な
が
ら
完
成
さ
せ

て
い
ま
し
た
。

　

明
治
時
代
に
お
い
て
牛
乳
は
貴
重

な
も
の
で
し
た
。
当
時
の
ア
イ
ス
は
、

牛
乳
を
濃
縮
さ
せ
て
作
っ
た
常
温
保

存
可
能
な
練
乳
を
用
い
て
、
甘
さ
や

ま
ろ
や
か
さ
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
工

夫
し
て
い
ま
し
た
。
大
正
時
代
に
な

る
と
ア
イ
ス
は
喫
茶
店
や
レ
ス
ト
ラ

ン
で
庶
民
に
も
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
し
て
現
代
は
牛
乳
が

手
軽
に
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

レ
シ
ピ
も
簡
略
化
さ
れ
た
た
め
、
と

て
も
身
近
な
食
べ
物
に
な
り
ま
し
た
。

　

体
験
教
室
に
参
加
し
た
方
々
は
明

治
時
代
の
ア
イ
ス
は
卵
の
優
し
い
風

味
が
お
い
し
い
と
話
し
て
お
り
、
現

代
の
ア
イ
ス
と
の
違
い
を
楽
し
み
な

が
ら
味
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
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る
な
ど
、
実
用
性
の
面
か
ら
心
が
配
ら
れ
た
だ
け

で
な
く
、
彩
り
や
飾
り
も
施
さ
れ
て
お
り
、
子
が

健
や
か
に
成
長
し
て
ほ
し
い
と
の
願
い
や
温
か
な

想
い
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

【
祈
り
の
玩
具
】

　

子
の
健
や
か
な
成
長
を

願
い
、
各
地
で
魔
除
け
・

病
除
け
の
郷
土
玩
具
が
作

ら
れ
て
き
ま
し
た
。
会
津

地
方
の
赤
ベ
コ
や
埼
玉
県

の
鴻
巣
張
子
、
飛
騨
地
方

の
さ
る
ぼ
ぼ
な
ど
に
は
、

魔
よ
け
の
色
と
さ
れ
る
赤

色
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
犬
は
安
産
で
子
が
多

く
疱
瘡
神
が
苦
手
と
す
る

こ
と
か
ら
、
埼
玉
県
の
越

谷
張
子
を
始
め
と
す
る
犬

の
玩
具
も
多
く
作
ら
れ
ま
し
た
。

【
地
域
の
ま
な
ざ
し
】

　

満
開
の
桜
と
灰
を
蒔
く
爺
が
描
か
れ
た
「
花
咲

か
爺
ノ
図
」
は
、
前
沢
女
学
校
の
教
師
・
前
沢
町

会
議
員
な
ど
を
つ
と
め
た
阿
部
キ
ミ
か
ら
、
昭
和

15
年
頃
に
当
時
の
前
沢
小
学
校
へ
寄
贈
さ
れ
た
品

で
す
。
子
ど
も
の
教
育
を
地
域
全
体
で
支
え
て
い

く
姿
勢
が
表
れ
て
い
ま
す
。

　

端
午
の
節
句
は
も
と
も
と
季
節
の
節
目
に
健
康

を
祈
る
行
事
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
が
、
次
第
に

武
家
の
間
で
男
児
の
健
康
な
成
長
を
願
う
行
事
と

し
て
、
節
句
人
形
や
武
者
絵
の
ぼ
り
、
鯉
の
ぼ
り

な
ど
が
飾
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
は
当
館
の
収
蔵
資
料
の
中
か
ら
地
元
前
沢

に
伝
わ
る
武
者
絵
の
ぼ
り
と
、
子
ど
も
の
健
や
か

な
成
長
を
願
っ
て
日
本
各
地
で
作
ら
れ
た
郷
土
玩

具
や
身
の
回
り
品
を
展
示
し
、
品
々
に
込
め
ら
れ

た
想
い
と
そ
の
由
来
を
解
説
し
ま
し
た
。

【
端
午
の
節
句
】

　

端
午
の
節
句
に
武
者
絵
を
描
い
た
細
長
い
旗
を

立
て
る
風
習
は
武
家
か
ら
始
ま
り
、
江
戸
時
代
に

は
一
般
家
庭
で
も
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
端

午
の
節
句
に
用
い
ら
れ
る
菖
蒲
と
尚
武
（
勇
壮
な

武
士
）
を
か
け
て
、
勇
壮
な
武
者
絵
が
描
か
れ
て

い
る
の
が
特
徴
で
す
。

　

中
国
の
故
事
で
鯉
は
滝
を
の
ぼ
っ
て
竜
に
な
る

と
言
わ
れ
て
お
り
、
鯉
の
ぼ
り
は
立
身
出
世
を
表

す
縁
起
物
で
す
。
旗
状
の
の
ぼ
り
に
鯉
の
絵
を
描

い
た
も
の
か
ら
発
展
し
て
空
中
を
泳
ぐ
鯉
の
ぼ
り

が
登
場
し
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
人
気
を
集
め
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

【
子
の
健
や
か
な
成
長
】

　

手
作
業
で
作
ら
れ
た
子
ど
も
の
衣
類
や
日
用
品

に
は
、
綿
を
入
れ
た
り
布
を
当
て
て
補
強
が
さ
れ

牛の博物館が漫画“百姓貴族”で紹介されました！

越谷犬張子、鴻巣張子（だるま、獅子金、鯛車）

　

  

【
収
蔵
資
料
展
】　

端た
ん

午ご

の
節
句
の
ぼ
り
と
育は

ぐ
く

み
の
文
物

　

   　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

令
和
６
年
４
月
20
日
（
土
）
～
５
月
26
日
（
日
）

　

皆
さ
ん
は
“百
姓
貴
族
”
と
い
う

漫
画
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

作
品
は
荒
川
弘
先
生
に
よ
り
隔
月
刊

ウ
ィ
ン
グ
ス
（
新
書
館
）
で
連
載
さ

れ
て
い
る
、
作
者
の
実
体
験
等
を
基

に
し
た
農
家
エ
ッ
セ
イ
漫
画
で
す
。

　

作
中
で
は
牛
の
初
乳
で
作
っ
た
牛

乳
豆
腐
の
話
や
、
牛
の
除
角
を
し
て

い
る
と
匂
い
に
つ
ら
れ
て
飼
い
犬
や

猫
が
集
ま
っ
て
く
る
話
等
、
作
者
の

実
家
が
営
む
酪
農
と
畑
作
に
絡
ん
だ

エ
ピ
ソ
ー
ド
等
が
描
か
れ
て
お
り
、

破
天
荒
な
父
親
の
行
動
や
農
家
視
点

で
の
痛
快
な
言
動
が
特
徴
で
す
。
単

行
本
は
現
在
８
巻
ま
で
刊
行
、
累
計

発
行
部
数
は
４
１
０
万
部
を
超
え
、

昨
年
７
月
に
は
ア
ニ
メ
化
、
今
年
10

月
か
ら
は
ア
ニ
メ
第
２
期
の
放
映
も

予
定
さ
れ
て
い
る
大
人
気
作
品
で
す
。

　

そ
ん
な
大
人
気
の
作
品
で
す
が
、

昨
年
と
今
年
の
２
回
、
荒
川
弘
先
生

と
担
当
の
イ
シ
イ
さ
ん
の
お
二
人
で

当
館
に
取
材
に
訪
れ
て
い
た
だ
き
、

前
沢
牛
の
昼
食
を
は
さ
ん
で
丸
一
日
、

じ
っ
く
り
と
見
学
い
た
だ
き
ま
し
た
。

な
お
、
荒
川
弘
先
生
は
昨
年
か
ら
牛

の
博
物
館
友
の
会
終
身
会
員
に
入
会

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
取
材
の
模
様
が
、
こ
の
ほ
ど

発
売
さ
れ
た
ウ
ィ
ン
グ
ス
８
月
号

（
令
和
６
年
６
月
28
日
発
売
）
掲
載

の
百
姓
貴
族
に
て
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
も
、
記
念
す
べ
き
連
載
１
０
０

回
目
記
念
巻
頭
カ
ラ
ー
！
で
す
。
ぜ

ひ
通
販
等
で
ウ
ィ
ン
グ
ス
８
月
号
を

お
買
い
求
め
い
た
だ
き
、
ご
覧
く
だ

さ
い
。

※荒川弘先生は、酪農と畑作を営む農家に生まれ、農業
高校を卒業後、農作業のハードなスケジュールをぬって
漫画を描き続け、その後漫画家としてデビュー、“鋼の
錬金術師”（スクウェア・エニックス／ダーク・ファン
タジー）や“銀の匙 Silver Spoon”（小学館／農業高校
が舞台の青春ストーリー）等多くのヒット作を生み出し
ています。

©荒川　弘／新書館

端
午
の
節
句
の
ぼ
り
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行 事 予 定

牛 博 の あ ゆ み
◆１月20日　郷土の企画展「胆江の稲作と畜産
　　　　　　－農を支えた家畜－」（～３月20日）
◆２月25日　うしはく座談会 第６回
◆４月20日　収蔵資料展
　　　　　　「端午の節句のぼりと育みの文物」（～５月26日）
◆４月27日　ゴールデンウィークイベント
　　　　　　「マエサワクジラのぼり」「骨質歯鳥紙ひこう
　　　　　　　き」「博物館スケッチ・ぬり絵」（～５月６日）
◆５月３日　ゴールデンウィークイベント
　　　　　　「革ストラップづくり」（～５月４日）
◆５月18日　うしはく座談会 第１回
◆６月２日　前沢牛まつり移動博物館
◆６月15日　うしはく座談会特別編 第１回
◆７月７日　うし学講座第一講
◆７月20日　夏休みイベント「博物館スケッチ・ぬり絵」
　　　　　　「クイズ めざせ！うしはく王」（～９月１日）
◆８月３日　夏休みイベント
　　　　　　「明治時代のアイスクリームづくり」
◆動物の標本づくり自主練習
　　　　　 　（３/３・４/６・５/12・６/９）

　公益社団法人日本畜産学会は、畜産学ならびに畜産
業の進歩と発展を目的として、大正13年（1924）に設
立された学会です。牛の博物館は開館準備にあたり、
同会の会長を務められた正田陽一先生（東京大学名誉
教授：故人）の監修指導を受け、開館後には名誉館長
にご就任いただきました。その後も多くの同会会員の
皆様にご指導をいただいており、関連する研究会や研
究者との連携は広範囲に及んでいます。
　西川賞は、畜産学の発展及び後進者の指導育成に関
し顕著な業績をあげた個人または畜産の発展に顕著な
業績をあげた団体に授与されるものです。今回の団体
受賞は、当館の常設展示に加えて、企画展示、教育普
及事業、様々な書籍への執筆といった情報発信や調査
研究はもちろんのこと、岩手大学、東北大学など畜産
学、動物科学、獣医学の課程を持つ大学に加え、岩手
県立農業大学、水沢農業高等学校、盛岡農業高等学校
などの校外学習を受け入れて、後進者の指導育成を積

極的に行ってきた、長年にわたる活動が評価されたも
のと捉えております。授賞式は９月に開催される第
132回大会において行われるとのことですが、この受
賞を励みに、今後とも農畜産業の発展、学術及び文化
の発展や将来研究者を目指す畜産学を学ぶ学生の育成
および一般の人々への農畜産業に関する知識の普及に
貢献していきたいと思います。

◆開催中　　第32回企画展
　　　　　　「牛の品種図譜と改良史－明治期における外国品種
　　　　　　　導入の試み－」（～10月20日）
◆８月24日　うしはく座談会第２回
　　　　　　「百聞不如一見－畜牛改良に貢献した博物画－」
◆９月20日　十五夜コンサート
◆９月28日　うしはく座談会第３回「南半球の星々」
◆11月２日　工作体験イベント うしはく探検隊2024
◆11月９日　うしはく座談会特別編 第２回
　　　　　　「収蔵品から見る演劇の中の高野長英」
◆11月16日　文化財調査速報展2024
　　　　　　「地域をうつす学校資料」（～12月22日）
◆12月７日　うしはく座談会第４回
　　　　　　「奥州市の縄文時代晩期土器」
2025
◆１月11日　絵本の読み聞かせとみずき団子づくり
◆１月18日　うしはく座談会第５回
　　　　　　「西洋美術史 ミケランジェロ編」
◆１月25日　郷土の企画展「森田純版画作品展」（～３月20日）
◆２月２日　うし学講座第二講
　　　　　　「よい霜降り肉を作るコラーゲン」
◆２月15日　うしはく座談会第６回
　　　　　　「生活の祈り－年中行事と在家仏教－」
◆３月15日　うしはく座談会第７回「牛と茶道」

　　※行事予定は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

　

遅
れ
ば
せ
な
が
ら
で
す

が
、
当
館
で
も
こ
の
７
月

か
ら
公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ

サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
い
た

だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

海
外
か
ら
の
方
々
も
多

く
来
館
さ
れ
ま
す
が
、
解

説
文
が
日
本
語
の
た
め
、

ご
不
便
を
お
か
け
し
て
お

り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は

翻
訳
ソ
フ
ト
等
を
活
用
し

て
、
展
示
を
楽
し
ん
で
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

寄 贈 資 料
・牛の人工授精道具一式 計19点（及川勝さん／奥州市）
　　　　資料をご寄贈いただき厚く御礼申し上げます。

奥州市牛の博物館の2024年度日本畜産学会
功労賞（西川賞）受賞が決定しました

岩手大学農学部 校外学習
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