
あおぞらフォトギャラリー

あおぞら財団とは

1960年代から問題となった大気汚染公害によって、多くの人が健康被害を受けました。その責任を問う西淀川公害裁判（1978～
1998）では公害患者が勝利しました。患者は「手渡したいのは青い空」を願い、裁判の和解金の一部を使って1996年にまちづくり
組織・あおぞら財団を立ち上げました。まちづくり・資料館・環境学習・公害患者の保健・国際交流の事業を行い、持続可能な地域
づくりに取り組んでいます。

お知らせ

●あおぞら野菜市
【あおぞら財団主催】

日時：2月25日（水）10:00～14:00
場所：あおぞらビル1F イコバ
新鮮な冬野菜を多数品揃え、無農薬・有機栽培の
お野菜もありますよ。

●第8回 御堂筋サイクルピクニック
【自転車文化タウンづくりの会主催】

日時：4月19日（日）10:00～15:00
メイン会場：中之島公園／中央公会堂ななめ前の広場
自転車の正しい利用と、走行環境の整備を求めて御堂筋を走ります。
アピール走行、ピクニックツアー、子ども自転車教室あり！
ボランティアスタッフ募集中。
詳しくは http://cycleweb.jp/cyclepicnic/

第2回公害資料館連携フォーラムin富山、153
人が参加（2014.12.6）

子ども自転車教室で、交通安全教室のあとは、
北港と舞洲へ！（2014.11.16）

まちづくり

りべら（L ib e l l a）はラテン語でトンボの意味です。あおぞら財団はトンボが飛び交うまちの再生を願って活動しています。
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【1F】地域交流スペース「あおぞらイコバ」
会議、ギャラリー、コンサート、上映会などにご利用いただけます。
午前：1,000円／午後：1,300円／夜間：1,300円／全日：3,000円
【5F】西淀川・公害と環境資料館（エコミューズ）
西淀川公害や環境について、地域の歴史などが知りたい人は
ぜひお越しください。
開館日 月曜日と金曜日（10：00～17：00）／要事前電話予約
●いずれも、予約・お問い合わせは４F事務所へ

あおぞらビル

あおぞら財団への寄附や賛助会費は、税制上の優遇措置があります。
●賛助会員　会員の方には機関紙「りべら」などをお送りします。
　【年会費】 個人：年一口5,000円、学生：年一口2,000円、
　　　　　 法人・団体：年一口10,000円
●会費・寄附の振込先
　＊郵便振替口座 00960-9-124893　加入者名：あおぞら財団
　＊三菱東京ＵＦＪ銀行 歌島橋支店　普通 3764689
　　口座名義：あおぞら財団賛助会員

会員・寄附募集

〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1-1-1あおぞらビル４階
（TEL）06-6475-8885 （FAX）06-6478-5885
電子メール:webmaster@aozora.or.jp  http://aozora.or.jp/

せっかく植えた菜の花をアオムシ君がたべ
ちゃった（2014.11.11㈱ニチノーサービスにて）環境学習

資料館

特集：大阪湾のうまいもん
　　  魚庭（なにわ）の海の旨いもん 日下部敬之･･･1
　　　　大阪湾の環境今昔 宇野宏司･･･3

　　　　江戸時代から続く大阪湾のうまいもん̶五畿内産物図会をみる･･･5

　　　　淀川のシジミって食べても大丈夫？･･･6

忙中一筆 上月康則･･･7

ぶらりとゆるりと西淀川めぐり増刊号 お好み焼きからみた西淀川̶謎なるお好み焼き“店”･･･7

御幣島がアートにあふれる2日間･･･9

「楽らく呼吸会」は患者さんたちが支え、励ましあえる場･･･10

【連載】被災地の未来を考える･･･10

西淀川記憶あつめ隊：山崎光信さん･･･11

【連載】西淀川モノづくり会社人つなぎ：野村興産株式会社関西工場･･･12



大
阪
湾
の
恵
み
は
淀
川

の
恵
み

海
の
中
に
は
多
種
多
様
な
生
き
物

が
暮
ら
し
て
い
ま
す
が
、彼
ら
の

食
べ
物
の
元
を
た
ど
れ
ば
、す
べ

て
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
や
海
藻
な

ど
の
植
物
に
行
き
着
き
ま
す
。植

物
が
太
陽
の
光
を
使
っ
て
光
合
成

を
お
こ
な
っ
て
増
殖
し
、他
の
生

き
物
は
直
接
・
間
接
に
そ
れ
を
食

べ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
点
で
、

海
の
中
も
陸
上
と
変
わ
り
あ
り
ま

せ
ん
。ま
た
、窒
素
や
リ
ン
な
ど
の

栄
養
素（
肥
料
）が
な
い
と
植
物
が

育
た
な
い
と
い
う
点
で
も
、海
も

陸
上
と
同
様
な
の
で
す
が
、海
水

中
に
は
深
海
を
除
い
て
栄
養
素
は

少
な
く
、川
を
通
じ
て
陸
上
か
ら

供
給
さ
れ
る
も
の
に
頼
っ
て
い
る

の
で
す
。大
阪
湾
に
は
何
本
も
の

大
き
な
河
川
が
流
れ
込
ん
で
い
ま

す
が
、な
か
で
も
淀
川
は
飛
び
ぬ

け
て
大
き
な
流
入
量
を
誇
っ
て
お

り
、豊
富
な
栄
養
素
を
陸
上
か
ら

大
阪
湾
に
運
び
込
ん
で
く
れ
て
い

ま
す
。

で
も
、せ
っ
か
く
川
か
ら
栄
養
素

が
流
れ
込
ん
で
も
、す
ぐ
に
薄
く

散
ら
ば
っ
て
外
洋
に
流
れ
去
っ
て

し
ま
う
よ
う
で
は
う
ま
く
利
用
で

き
ま
せ
ん
。大
阪
湾
の
地
形
は
、湾

奥
に
淀
川
な
ど
が
供
給
し
た
栄
養

素
を
し
ば
ら
く
湾
内
に
抱
え
込
ん

で
、海
底
近
く
ま
で
太
陽
の
光
が

届
く
浅
い
海
で
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト

ン
が
盛
ん
に
光
合
成
を
お
こ
な
え

る
、理
想
的
な
形
を
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン

が
多
く
増
殖
し
、そ
れ
を
食
べ
る

動
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
、さ
ら
に
そ

れ
を
食
べ
る
魚
類
も
多
く
な
る
と

い
う
わ
け
で
す（
図
1
）。こ
の
よ

う
な
理
由
か
ら
、内
湾
の
漁
獲

量
は
外
洋
よ
り
も
多
い
の
が

ふ
つ
う
で
、瀬
戸
内
海
は
世

界
で
も
有
数
の
生
産
力
を

誇
っ
て
い
ま
す
が
、大
阪
湾
の
単

位
面
積
あ
た
り
漁
獲
量
は
、そ
の

中
で
も
ト
ッ
プ
の
座
を
占
め
て
い

ま
す
。湾
内
で
は
、イ
ワ
シ
類
、シ
ラ

ス
、イ
カ
ナ
ゴ
を
は
じ
め
、カ
レ
イ
、

タ
コ
、イ
カ
、カ
ニ
、エ
ビ
な
ど
、約

2
0
0
種
も
の
魚
介
類
が
さ
ま
ざ

ま
な
漁
法
で
漁
獲
さ
れ
て
い
ま
す
。

魯
山
人
が
た
た
え
た
ア

ナ
ゴ
の
味

食
通
と
し
て
知
ら
れ
る
北
大
路
魯

山
人
は
、「
焼
い
て
食
べ
る
に
は
堺

の
ア
ナ
ゴ
が
一
番
」と
堺
周
辺
の
ア

ナ
ゴ
の
味
を
た
た
え
ま
し
た
。こ
れ

に
は
理
由
が
あ
っ
て
、ア
ナ
ゴ
で
も

他
の
魚
で
も
、餌
の
豊
富
な
海
域
で

育
つ
と
脂
が
乗
っ
て
ふ
っ
く
ら
と

美
味
し
く
な
る
の
で
す
。大
阪
湾
で

る
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
も
「
魚
庭
」

と
と
も
に
、
と
て

も
ゆ
た
か
な
イ
メ
ー

ジ
を
か
き
た
て
る
言
葉

だ
と
思
い
ま
す
。

青
う
な
ぎ
と
べ
っ
こ
う

し
じ
み

「
川
が
運
び
込
ん
だ
豊
富
な
栄
養
素

を
抱
え
込
む
」と
い
う
大
阪
湾
の
利

点
は
、反
面
、川
か
ら
の
汚
れ
の
影

響
を
受
け
や
す
い
欠
点
に
も
な
り

ま
す
。高
度
経
済
成
長
期
に
は
、都

市
部
か
ら
河
川
を
通
し
て
大
阪
湾

に
大
量
の
有
機
的
な
汚
濁
物
質
が

流
入
し
、赤
潮
が
頻
発
す
る
な
ど
生

物
の
生
産
バ
ラ
ン
ス
が
大
き
く
崩

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。し
か
し
そ
の

後
の
水
質
改
善
努
力
の
結
果
、現
在

で
は
流
入
河
川
の
水
質
は
非
常
に

き
れ
い
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。そ
し

て
、淀
川
の
河
口
で
は
、ウ
ナ
ギ
や

ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
の
漁
が
復
活
し
て

い
ま
す
。河
口
域
に
住
む
ウ
ナ
ギ
は

体
色
が
青
み
が
か
っ
て
い
る
た
め

「
青
う
な
ぎ
」と
呼
ば
れ
、大
阪
産
の

育
っ
た
ア
ナ
ゴ
は
全
国
で
も
最
高

レ
ベ
ル
の
価
格
で
取
引
さ
れ
て
い

ま
す
が
、な
か
で
も
多
く
の
川
が
流

れ
込
む
湾
の
北
部
は
餌
の
量
が
多

く
、ア
ナ
ゴ
の
体
も
ふ
と
っ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、餌
が
ゆ
た
か
な
大
阪
湾
は
、

魚
が
子
ど
も
を
産
み
、育
て
る
場
所

と
し
て
も
適
し
て
い
ま
す
。春
、桜

の
季
節
に
な
る
と
、そ
れ
ま
で
紀
伊

水
道
の
深
場
で
越
冬
し
て
い
た
マ

ダ
イ
が
産
卵
の

た
め
に
大
阪
湾

に
や
っ
て
き
ま

す
。
い
わ
ゆ
る

「
桜
鯛（
さ
く
ら

だ
い
）」で
す（
図

2
）。大
阪
で
は

昔
か
ら
こ
の
時

期
を
「
魚
島
ど

き
」と
呼
び
、さ

か
ん
に
鯛
を
贈

答
し
あ
い
、賞
味

し
た
と
聞
き
ま

す
。「
魚
島
」と
は
、

島
の
ご
と
く
海

が
盛
り
上
が
る

ほ
ど
に
魚
が
群

れ
て
や
っ
て
来

食
材
に
こ
だ
わ
る
料
亭
な
ど
で
高

級
食
材
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
い
ま

す
。ま
た
、淀
川
河
口
で
獲
れ
る
ヤ

マ
ト
シ
ジ
ミ
は
大
粒
で
と
て
も
旨

味
が
濃
く
、ぜ
ひ
澄
ま
し
汁
で
味

わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
逸
品
で
す
。

殻
が
茶
褐
色
を
し
て
い
る
た
め

「
べ
っ
こ
う
し
じ
み
」と
呼
ば
れ
て

い
ま
す（
図
3
）。

大
阪
湾
は
、夏
の
暑
さ
や
冬
の
寒
さ

を
緩
和
し
て
く
れ
る
な
ど
、大
阪
に

住
む
私
た
ち
に
有
形
無
形
の
多
く

の
恵
み
を
与
え
て
く
れ
て
い
ま
す

が
、私
た
ち
は
と
も
す
れ
ば
そ
の
恩

恵
を
忘
れ
が
ち
で
す
。お
い
し
い

「
魚
庭
」の
海
の
幸
を
味
わ
い
な
が

ら
、あ
ら
た
め
て
そ
の
恩
恵
に
思
い

を
巡
ら
せ
て
み
ら
れ
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

ろ
さ
ん
じ
ん

図1 内湾・沿岸域の生物生産（イメージ）

図2 季節の贈答品とされた桜鯛

図3 なにわのべっこうしじみと呼ばれる淀川のヤマトシジミ
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林
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究
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日
下
部 

敬
之

「なにわ」という言葉を広辞苑で調べると、

『一説に「魚（な）庭（にわ）」の意という』と

書かれています。「魚の庭」とは、なんと素

敵な名前でしょうか。庭のように穏やか

な内海に、たくさんの魚たちが群れ遊ぶ

光景が目に浮かんできませんか？多くの

人が持っているイメージからすると意外

かもしれませんが、大阪湾こそはまさに

この名前にふさわしい海なのです。なぜ

大阪湾が「魚の庭」なのか。その秘密は、

じつは川と地形にあるのです。

2 2015年2月号 12015年2月号
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特 

集江戸時代から続く大阪湾のうまいもん
五畿内産物図会をみる

【江戸時代の資料についての検索、閲覧サイト】
早稲田大学図書館「五畿内産物図会」  http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/yo01/yo01_04204/
大阪市立図書館デジタル・アーカイブ  http://image.oml.city.osaka.lg.jp/archive/
国立歴史民俗博物館  http://www.rekihaku.ac.jp/

五畿内産物図会／摂津
早稲田大学図書館所蔵

淀川産のシジミは美味しい！
江戸時代に大阪で主要な漁村といえば、西淀川区の佃、大和田、福、大
野があげられるほど有名でした。そんな中で福地区は古くから「貝の
福」と呼ばれるほど、淀川でハマグリやシジミがよく採れたとか。そん
な淀川産のシジミは色つやがよく、綺麗な茶色をしている事から「べっ
こうシジミ」と愛着を持って呼ばれています。つぶも大きく、味もよく、
宍道湖に勝るとも劣らない絶品です。
でも、そんな貝が危ないって、どういうこと？？？

淀川産シジミは食べても大丈夫？
はい、食べても大丈夫です。もちろん、貝毒が発生していればダメですが、たとえ
毒化されたシジミでも、有害プランクトンが海からいなくなり次第に体内から毒
が排出されればまた美味しく食べられるようになります。ご安心を。
ただし、それは見た目にはわかりません。そこで、大阪府では食べてもいいか？ダ
メか？ちゃーんと、情報が出されています。まず、毒化の原因になる有害プランク
トンの発生状況が「地方独立行政法人　大阪府立環境農林水産総合研究所」か
ら、シジミやアサリなどの二枚貝類の貝毒情報が大阪府の「食の安全推進課」や
「水産課」から発表されています。もし、貝毒が発生しても、1週間毎に検査して3
週間連続して規制値を下回った場合には安全宣言がだされます。
淀川産のシジミを取って食べたいと思った時には、これらのホームページで確認
すると安心して食べられます。

そもそも貝毒ってなに？
まず誤解がないように断っておくと「シジミ自体に
毒はない」ということです。例えば、マムシや世間
を騒がす外来毒グモのセアカゴケグモなどは、体
内で毒をつくりだします。でも、シジミはそんなこ
とはありません、“無毒”です。
では、どうして食べたらダメなのか？それは、人間
が食べると食中毒を起こすような有害プランクト
ンが海水中に大発生し、それをシジミが食べて蓄
積することで毒化が起こるからです。一旦毒化さ
れたシジミは、どんなに加熱調理しても毒が分解
されないので、食べられません。

大阪府　食の安全推進課　流通監視グループ
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/shokutyuudoku/kai.html

地方独立行政法人　大阪府立環境農林水産総合研究所
http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/suisan/index.html

大阪湾の貝毒について詳しく知りたい方は「大阪湾貝毒原因プランクトン情報」もご覧ください。
http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/suisan/gijutsu/kaidoku/

【参考文献】
山本圭吾（2004）2002年に大阪湾東部海域で
発生した麻痺性貝毒について，大阪水試研
報(15):1-8．
濱野米一・川津健太郎・塚本定三（2002）大阪
湾における麻痺性貝毒による二枚貝の毒
化，大阪府立公衆衛生研究所研究報告
(40):11-18．
濱野米一（2006）大阪湾におけるアサリ等二
枚貝の麻痺性貝毒による毒化，公衛研
ニュース(31):1-2
伊藤廣之（1998）西淀川の漁業，大阪春秋27
(1):48-52．

大阪湾には美味しいものが沢山。それはいつからあったのでしょうか？江戸時代に書かれた
書物に「五畿内産物図会」があります。これは文化10年（1813年）に大原東野氏が編集・作
画したもの。五畿内（摂津、河内、和泉、大和、山城）の産物を軽妙なタッチの絵と歌で綴った
もので、農産物から加工品、銘菓等の物産が記されており、畿内で当時人気のあった物品を
知ることができるといわれています（国立歴史民俗博物館）。さて、ここでは摂津と和泉之部
に描かれたものから、江戸時代にはどこで、どんなものが採れていたのかみてみましょう。田

特 

集

あおぞら財団では、ハゼ釣り大会や西淀

川街歩きなどで淀川の生き物を取り上

げるイベントを長年行ってきました。そ

の中で参加者から必ず聞かれる「淀川のシジミって食

べたら危ないんちゃうの？」って疑問におこたえします。

淀川のシジミって

食べて
も大丈夫？

田代博士が

答えます

出汁用の
ハゼだろうか？

尼崎でトリ貝

住吉の浜辺で
ハマグリ

堺市ではタイにカレイに
エビにコチなど
近海物がたくさん

岸和田ではハモとひしこ
（カタクチイワシの別称）

泉南のカレイ



地
球
の
水
は
ど
こ
か
ら
？

水
は
宇
宙
か
ら
来
た
っ
て
ご
存
知

で
し
た
か
？
欧
州
探
査
機
「
ロ

ゼ
ッ
タ
」の
観
測
に
よ
り
、水
の
起

源
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま

す
。先
日
、40
億
年
前
、小
惑
星
が
地

球
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
に
地
球
に
水

が
も
た
ら
さ
れ
た
ら
し
い
と
い
う

こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
ま
し
た
。地

球
上
の
水
の
量
は
、こ
の
時
に„
宇

宙
か
ら
プ
レ
ゼ
ン
ト“
さ
れ
た
ま
ま
、

今
も
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
後
、地
球
上
で
水
は
山
、川
、海
、

地
下
、深
海
、雲
、大
気
と
形
を
変
え
、

時
に
は
、固
体
や
気
体
に
な
り
、汚

れ
た
り
、塩
分
を
含
ん
だ
り
も
し

ま
す
。そ
し
て
、私
た
ち
の
体
の
中
、

ま
た
木
、動
物
、昆
虫
、細
菌
と
あ
ら

ゆ
る
生
命
体
の
中
を
ジ
ュ
ン
カ
ン

し
て
い
ま
す
。恐
ら
く
、目
の
前
の

コ
ッ
プ
の
中
の
水
は
き
っ
と
恐
竜

も
な
め
て
い
た
水
な
の
で
し
ょ
う
。

ま
た
同
様
に
、炭
素
、酸
素
、窒
素
も

そ
の
量
は
地
球
誕
生
か
ら
変
わ
っ

て
い
ま
せ
ん
。私
た
ち
が
、今
こ
こ

で
生
き
て
い
る
の
は
、こ
れ
ま
で

物
質
や
命
の
ジ
ュ
ン
カ
ン
が
う
ま

く
い
っ
て
き
た
か
ら
で
、ジ
ュ
ン

カ
ン
を
崩
し
て
し
ま
う
と
私
た
ち

の
未
来
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う

い
っ
た
意
味
で
、ジ
ュ
ン
カ
ン
を

健
全
に
保
ち
、改
善
す
る
こ
と
は

そ
の
時
代
に
生
き
る
者
の
責
務
と

言
え
ま
す
。

炭
素
に
着
目
す
る
と
、
地
中
に

あ
っ
た
炭
素
を
、石
炭
、石
油
に
変

化
す
る
ス
ピ
ー
ド
以
上
に
採
掘
、

利
用
し
、二
酸
化
炭
酸
ガ
ス
と
し

て
放
出
し
た
結
果
、地
球
温
暖
化

と
い
っ
た
問
題
が
起
こ
っ
て
い
ま

す
。ま
た
水
中
で
は
、炭
素
ガ
ス
は

植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
や
海
藻
に

よ
っ
て
有
機
物
に
合
成
さ
れ
る
と

い
っ
た
ジ
ュ
ン
カ
ン
が
さ
れ
て
い

ま
す
。し
か
し
、人
が
海
を
埋
め
立

て
た
り
、水
を
汚
す
こ
と
で
、多
様

な
生
き
物
の
生
息
場
は
奪
わ
れ
、

赤
潮
や
海
中
の
無
酸
素
化
と
い
っ

た
問
題
が
生
じ
て
い
ま
す
。そ
の

結
果
、炭
素
は
ジ
ュ
ン
カ
ン
さ
れ

ず
に
、ヘ
ド
ロ
と
な
っ
て
、さ
ら
に

環
境
を
悪
化
さ
せ
て
い
ま
す 

こ
の

よ
う
に
人
為
の
た
め
に
自
然
の

ジ
ュ
ン
カ
ン
が
作
用
し
な
く
な
っ

た
場
合
に
は
、人
の
手
に
よ
っ
て

ジ
ュ
ン
カ
ン
を
復
活
さ
せ
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
。

尼
海
の
ジ
ュ
ン
カ
ン

そ
の
典
型
的
な
水
環
境
の
一
つ
が

大
阪
湾
の
尼
崎
港
で
す
。か
っ
て

は
、波
の
穏
や
か
な
天
然
の
内
海

だ
っ
た
の
で
す
が
、埋
め
立
て
、コ

ン
ク
リ
ー
ト
護
岸
化
、下
水
処
理

場
や
工
場
か
ら
の
排
水
な
ど
に

よ
っ
て
、わ
が
国
で
最
も
環
境
の

悪
い
海
の
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
ま
た
港
の
使
途
が
変

わ
っ
た
も
の
の
、水
環
境
の
問
題

は
ほ
っ
た
ら
か
し
で
す
。多
く
の

市
民
は
、「
尼
崎
の
海（
尼
海
）は
、あ

ぶ
な
い
、汚
い
、行
っ
た
ら
あ
か
ん

と
こ
ろ
」と
私
た
ち
の
街
に
海
が

あ
る
と
認
識
し
て
い
な
い
と
思
わ

れ
ま
す
。

そ
こ
で
、私
た
ち
は
尼
海
で
ジ
ュ

ン
カ
ン
を
復
活
さ
せ
、„
尼
海
に
恩

返
し“
を
し
よ
う
と
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。過
剰
な
海
の
栄
養
で
育

て
た
ワ
カ
メ
や
護
岸
に
付
着
す
る

ム
ラ
サ
キ
イ
ガ
イ
か
ら
堆
肥
を
作

り
、そ
れ
で
菜
の
花
や
尼
イ
モ
を
育

て
ま
す
。菜
の
花
か
ら
は
菜
種
油
を

搾
油
し
、イ
モ
の
天
ぷ
ら
な
ど
を
食

し
ま
す
。ま
た
菜
種
油
は
B
D
F
に

し
て
車
の
燃
料
に
も
し
ま
す
。こ
の

よ
う
に
、海
の
栄
養
の
ジ
ュ
ン
カ
ン

は
環
境
改
善
に
な
る
だ
け
で
な
く
、

そ
の
プ
ロ
セ
ス
の„
見
え
る
化“
に

参
加
、体
験
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、

尼
海
へ
の
価
値
が
変
わ
り
、郷
土
意

識
も
育
ま
れ
て
い
ま
す
。

ジ
ュ
ン
カ
ン
は
あ
な
た
の
身
の
周

り
の
ど
こ
に
で
も
あ
り
ま
す
。自

然
の
ジ
ュ
ン
カ
ン
作
用
を
邪
魔
し

な
い
、ま
た
は
改
善
す
る
こ
と
が
、

未
来
に
禍
根
を
残
さ
な
い
持
続
可

能
な
社
会
づ
く
り
に
つ
な
が
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

尼
海
の
栄
養
ジ
ュ
ン
カ
ン
に
よ
る

環
境
改
善
と
ふ
る
さ
と
づ
く
り

あ
お
ぞ
ら
財
団
と
つ
な
が
り
が
あ
る
人
か
ら
エ
ッ
セ
イ
を
寄
稿
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

大
阪
湾
の
環
境
修
復
に
と
り
く
み
、
財
団
に
も
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
て
い
る

上
月
康
則
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
で
す
。

上月   康則（こうづき  やすのり）

海や川などの水辺の環境保全が専

門。1994年、徳島大学大学院工学

研究科生産開発工学専攻博士後

期課程修了、博士（工学）。現在、同

大大学院ソシオテクノサイエンス

研究部教授。

大阪人は、お好み焼きについて喜 と々して熱く語る。「お好

み焼きが人生を教えてくれる」とまで言わしめる、その魅力

は何か。お好み焼き店とはいかなる空間なのか。大いなる謎

である。何店か食べ歩いていると、どうもお好み焼き店には

「型」がありそうだということがわかってきた。

◆しつらえ
人が集まるところには飲食店が集まる。お好み焼き店も然

り。人が行き交う場所にあるお好み焼き店は、たいてい小

洒落ている。きれいに印刷されたメニュー表に、立派な看

板。店内は広く、鉄板のあるテーブル席が並ぶ。家族やグ

ループがお好み焼きをにぎやかに囲んでいる。ところが、住

宅地の中にぽつんと暖簾を掲げる店は、間口が狭く軒は低

い。戸を開けると、店の中心に鎮座する大きな鉄板。その店

の主は、間違いなく鉄板だ。客は、大きな鉄板の前に横一列

に並ぶ。どの席からもよく見える位置に必ずテレビが置かれ

ていて、“おひとりさま”にもよく出会う。にぎやかな店内で

つつくお好み焼きと、しっぽり楽しむお好み焼き。謎が深い

のは、後者である。

◆鉄板
鉄板は店の主であり、お好み焼き店の最も重要な装置でもあ

る。鉄板の前に座ると、顔が火照って体がゆるみ、冷たいビー

ルがすすむ。目の前で手際よく焼かれるお好み焼きを眺め

る時間が、今回の食べ歩きのハイライトである。キャベツは

千切りかみじん切りか。蒸し焼きにするかしないか。生地の

濃さにも秘密がありそうだ。決まった調理スペースで焼いて

から、大きなヘラやちりとりで持ってきてくれる店もある。丸

いまま「どうぞ」と言う店があれば、ザクっと切り分けてくれ

る店もある。ところで大阪人は、お好み焼きをピザのように

放射状に切ることを嫌う。鉄板の上のお好み焼きを箸でいじ

るのもあまり見ない。ヘラであちちと頬張るのが本当の食べ

方だとも。客が自分で焼く店もあると聞くが、私にはうまく焼

ける自信がない。さてお好み焼きの正しい焼き方、食べ方は

いかに。

◆サイドメニュー
まず豚玉を味わったら、もう１品を何にするかだ。ねぎ焼き、

とんぺい焼きは、生地の味がダイレクトに味わえてよい。手

羽先や砂肝などの「鉄板焼き」も、大きな鉄板なら自由自在。

常連好みのサイドメニューが並ぶ「本日のメニュー」は、たい

ていホワイトボードに手書きしてある。鮭のハラス焼き、ピー

マンの肉詰め、ハンバーグ、目玉焼き、おでん、漬け物…こ

れはもう、夜遅くに帰った時の、お母さんの夜食だ。ここは、

大きな台所なのだ。

………………………………………………………………

お好み焼きを焼き、食べる人々の姿から、西淀川という街の

かたちが見えはしないか。そう意気込んで食べ歩きを始め

た。しかしお好み焼きの謎は深まるばかり。一枚一枚のお好

み焼きに練り込まれた西淀川の「おこのみじかん」を、ぶら

りゆるりと味わってみたい。

72015年2月号8 2015年2月号

増刊号

「りべら」2014年8月（133号）でお好み焼きを紹介。だけど、
大阪市だけで1500軒以上もあるといわれ、西淀川区内に
も44軒ある（2014年12月時点）。府外出身者の2人
が西淀川のお好み焼きを食べ歩き、
語り語られる、大阪らしい時間。
これから不定期に「おこのみじ
かん」を届けたい。

お好み焼きからみた西淀川
　　　　　　―謎なるお好み焼き“店”

きまぐれ連載 おこのみ じかん

清水　万由子（龍谷大学）・田代　優秋（あおぞら財団）

基本は豚玉だろうか？



被
災
地
の
未
来
を
考
え
る

山
田 

周
生

フ
ォ
ト
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

一
般
社
団
法
人 United Green 

代
表

vol.2
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
を
使
っ
て
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ

ン
ド
に
一
度
も
寄
ら
ず
車
で
地
球
一
周
し
た
の
ち
岩

手
で
震
災
に
遭
遇
。現
在
、岩
手
県
釜
石
を
拠
点
に
支

援
活
動
を
続
け
、海
と
山
を
つ
な
い
だ
未
来
循
環
型

の
地
域
づ
く
り
に
力
を
注
い
で
い
る
。

御幣島がアートにあふれる２日間
みてアート2014～御幣島芸術祭 カラフルにしよど～

2013年に続いて２回目の開催となる「みて
アート2014」を１１月８（土）と９日（日）の二
日間にわたって開催しました。JR御幣島駅か
ら歩いて行ける建物や店舗で絵画を見た
り、音楽ライブを楽しんだり、キャンドルナイ
トに参加したり、アートを楽しむ２日間で
す。「みてアート」の目的は、人と人とが出会
い、行き交い、何かが生まれる場を作ること
です。この活動を通して、まちを元気にする
ことをめざして開催しました。１日目はもち
ろん、2日目は雨にも関わらず、昨年以上の
多くの方々が来場し、スタンプラリーを楽し
みながら、まちを巡りました。
今年は、西淀川のいろんな人が参加し、いろ
んな場所で楽しんでいただければとの願い
を込め、テーマを「カラフルにしよど」としま
した。かつて公害のまちと呼ばれた西淀川
区ですが、近年は工場が住宅に建て替わる
など、まちの風景が変わってきています。新
たに移り住んだ人にも、昔から居る人にも、
他所から来る人にも、様々なまちを感じても
らう機会となりました。
参加者の方からは、「思った以上に楽しめまし
た」、「初めての所もあり、西淀川のことが少し
わかった」、「壁に絵を描けたので楽しかった
です」などの感想をいただきました。ただ、運
営上、バリアフリー対策、雨天の対応、スタッ
フ不足などの課題もみつかりました。
最後に、出品・出展アーティストの皆さん、会
場提供者の皆さん、準備や当日の運営、撤
収作業を担ったボランティアスタッフの皆さ
んに感謝いたします。
感想・ご意見・アイデアをもとに、実行委員
会で「2015年もやろう！」ということが決ま
りましたので、2015年も、「みてアート」に是
非おこし下さい。

＜みてアート報告データ＞
●全体参加者数：のべ1500人●スタンプラリー参加者：約500人●参加アーティスト：58●作品数：200●展示拠点：28（うちスタンプラリー拠点は12）●アートディレク
ター：西塙美子●主催：西淀川から住まいと暮らしを考える環境住宅研究会（Green）●企画運営：みてアート実行委員会●協賛：江崎グリコ株式会社、スモカ歯磨株式
会社、Puれいは～つ、一信ジャパン●後援：西淀川区役所●協力：太平段ボール工業株式会社、好文学園女子高等学校、淀商業高等学校●事務局：公益財団法人公害地
域再生センター●公式ホームページ：http://miteart.blogspot.jp/●フェイスブック：http://www.facebook.com/miteart●ツイッター：http://twitter.com/miteart
※今回の実施にあたっては、クラウドファンディングFAAVO大阪にて集めた資金を活用しています。

妖怪る～む

大野川緑陰道路もギャラリーに

工場を改装した美容サロン「Puれいは～つ」
大盛況でした

御幣魂さまに願いを込めて

現代アート作家と若手アーティストのコラボ展示

歌島橋交差点の地下道に、子ども達の描いた
段ボールアートを展示

ものづくり現場から生まれた
生活雑貨「DOYA」展示

コンビニの駐車場がジャングルに変身

公害患者さんの健康回復や生きがいづくりの事業に取り組む、あおぞら財団では、
西淀川区内の３つの診療所で開催されている「楽らく呼吸会」のお手伝いをして
います。公害病の認定を受けている患者さんだけではなく、COPD（慢性閉塞性
肺疾患）など、呼吸器の病気をもつ方々に参加していただけます。
２ヵ月に１回の頻度でおこなっており、そのメニューは年間通じてさまざまです。
基本的には楽しみながら体を動かし、楽に呼吸ができるようにと、理学療法士に
よる呼吸リハビリテーションを実践していますが、それだけではありません。
栄養士による呼吸器疾患と栄養についてのお話や、栄養たっぷりおススメ簡単
料理の実習、看護師による禁煙のお話なども取り入れています。COPDの患者さ
んは、息切れのため、呼吸筋を酷使し、エネルギーが不足し、食欲が低下します。
そうなると呼吸筋や体力が落ち、さらに息切れがひどくなります。そこで、しっか
り栄養を摂る必要が出てくるため、栄養の知識は大切なのです。
開催内容は当財団のブログやニュース（『楽らく呼吸ニュース』）に掲載しています
ので、参加できない方も、ぜひ、こちらで体感してみてくださいね。
http://aozora.or.jp/archives/category/kankyohoken

「楽らく呼吸会」は
患者さんたちが支え、
励ましあえる場

呼吸リハビリ
テーションを
ひろめよう

鎗

藤

「私たちの街づくりはね、まだスタートラインに立ったばかり。

踏んばらなきゃいけないのはこれからなんだよ…」先日、ある

被災者が言いました。震災からもうすぐ4年。岩手県釜石市で

は、現在も被災世帯の約8割が仮設住宅で暮らしています。

新しい街づくりが進むうえで私たちが欠かせないと思うこと。

それは「循環型の地域とくらし」です。

大震災で浮き彫りになったのは、私たちがどれだけ電気やエネ

ルギーを使い、その多くが環境にインパクトを与えていたのか。

そして有事にもろいシステムであったか、ということです。これ

から新たな街が作られる東北こそ、海と山の資源を活かした

環境にやさしいくらしが大切なのだと強く思います。それは日

本の未来をも変える力になると思うのです。

今私たちは古民家を改装し、自然再生エネルギー100%のハウ

スを作っています。海と山の人々、そして地域外からの人々が

交流しながら、自然エネルギーを学び合い、未来を語り合う場

所になれたら。この冬、薪ストーブに風力発電、さらにバイオガ

スの設置に着手し、試運転を開始するところです。三陸の豊か

な自然と未来の可能性を、日々改めて感じています。

10 92015年2月号2015年2月号



蛍光灯や一昔前の乾電池に、実は“水銀”が使われていることは皆さんご存知と思う。では、

廃棄される蛍光灯等から水銀を無害化回収し、製品としてリサイクルする会社が日本に

たった1社しかないことはどうだろうか？それも西淀川区に。

その会社の名は「野村興産株式会社」。昭和11年に、北海

道大雪山入山者により水銀の大鉱床が発見されたこと

を契機に、昭和14年から野村財閥の野村鉱業株式会社

（のちの野村興産株式会社）がイトムカ（アイヌ語で「光

輝く水」の意）鉱山と名づけ開発したことが成り立ちだ。

現在は鉱山時代の旧施設を引継いで水銀精錬技術を活

かした含水銀廃棄物からの“水銀のリサイクル”を行って

いるというわけだ。

佐々木さんに聞いてみた。「日本で唯一の水銀リサイクル会社、全国シェアは？」約16％だ

という。もっと高いかと思った。使用済み蛍光灯は全国で年間約50,300トンあるといわれ

ているが、そのうち自治体や民間業者によって集められ、適正に処理されているものはそ

もそも30％程度しかないそうだ。それを考えると、野村興産に持ち込まれる年間約8,000ト

ンは回収量に対して50％を超えている。なるほど、実は多い。

こうして集められた蛍光灯のリサイクルは有害な水銀を扱うため処理工程はクローズド化

された自動運転となっている。一緒に案内をしてくれた福田さんに「これほど自動化されて

何か大変なことは？」と聞いてみた。答えは、たった

一言「掃除です」。はて掃除？

ここでは、微量な水銀を含む蛍光灯の中間処理を

行う、それゆえ、地域に工場を置かせてもらってい

るという責任と、絶対に外には出せない、出さない

という覚悟がある。しかし、日常での操業管理は容

易ではない。工場の水銀基準は40ナノグラム。スギ

花粉1粒が約10ナノグラムに相当するのだから、目には見えないし、量的に感じることすら

できない。だから「少しでも気を抜くと、敷地境界の数値に影響があるんです。だからちょっ

とでも手があくと、すぐに床を掃除するんです。1日に何度も」と福田さん。そんなシビアな

現場でガラスやアルミの原材料を作っているわけだ。これは立派なモノづくり職人だ。

蛍光灯のリサイクルガラスを何かに使って欲しい――リサイクルされた蛍光灯のガラスは少

し緑色をしていて綺麗。過去にガラス工芸作家にそのガラスで試作してもらった。佐々木さん

は、こうしたPRを通じて蛍光灯のリサイクルを少しでも知ってもらい、現状30％しかない蛍

光灯回収率の向上につながればと考えている。西淀川でそうしたアーティストがいれば快く

材料を提供してくれる。それは、無害化されたガラスカ

レット原料として、安心して使ってもらえるんだという自

負があるからだ。

日本で唯一の会社が西淀川区にある。責任と覚悟のも

とモノづくりをする人がいる。それは西淀川に住む者に

とって誇りではないだろうか。そして、私達もこんなす

ごい会社がある街なんだという自負を持てるはずだ。

◆日本で唯一の会社が、ここ西淀川区にある。

◆責任と覚悟のモノづくり

◆ガラスアーティスト、求む。

温
柔
敦
厚
な
中
の
自
負
と
責
任

モ
ノ
づ
く
り
の
町
、西
淀
川
―
―
暮
ら
し
の
裏
方
を
支
え
て
い
る
製
造
業
。そ
こ
で
は
ど

ん
な
人
が
、何
を
作
っ
て
い
る
の
か
、実
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。だ
け
ど
、き
っ
と

涙
な
し
で
は
語
り
尽
く
せ
な
い
数
々
の
ド
ラ
マ
も
あ
っ
た
は
ず
。西
淀
川
を
支
え
る
ア

ツ
い
人
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
、紙
面
を
通
じ
て
応
援
す
る
企
画
。

第
2
回
目
は
中
島
工
業
団
地
に
あ
る「
野
村
興
産
株
式
会
社
関
西
工
場
」の
佐
々
木
智
寅

工
場
長
と
福
田
哲
也
さ
ん
、谷
本
等
さ
ん
を
訪
ね
ま
し
た
。

【プロフィール】
野村興産株式会社 関西工場

設　立：2004年1月

従業員：23名

住　所：大阪市西淀川区中島2-4-143

電　話：06-6476-0025

Webサイト：http://www.nomurakohsan.co.jp/

事業内容：使用済み蛍光灯の中間処理と
　　　　　ガラスリサイクル原料の製造

田

取材依頼やアツい企業の情報をお待ちしています。
あおぞら財団まで　webmaster@aozora.or.jp

西淀川
モノづくり会社

人つなぎ❷

◆
歌
島
か
ら
中
島
へ
移
転

山
崎
シ
ャ
ー
リ
ン
グ
の
工
場
は
、西

淀
川
区
の
中
島
２
丁
目
の
大
阪
工

業
団
地
に
あ
り
ま
す
。シ
ャ
ー
リ
ン

グ
と
い
う
の
は
、金
属
板
の
せ
ん
断

加
工
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。昔
は
歌

島
で
操
業
し
て
い
ま
し
た
が「
夜
中

３
時
に
大
き
な
鉄
板
を
は
こ
ん
で

く
る
と
う
る
さ
く
っ
て
、周
り
は
住

宅
が
多
く
て
人
に
迷
惑
を
か
け
て

し
ま
う
し
、保
健
所
か
ら
の
公
害
の

苦
情
も
来
て
い
た
し
、移
転
先
を
探

し
て
た
ん
よ
」
と
い
う
こ
と
で
、

1
9
7
5
年
に
中
島
に
移
転

を
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

◆
な
に
も
な
い
中
島
か
ら

　
の
出
発

当
時
の
中
島
は「
堤
防
沿
い

の
道
路
し
か
な
か
っ
た
」と

の
こ
と
。公
害
が
社
会
問
題
と
な
っ

て
お
り
、住
宅
街
の
中
島
１
丁
目
か

ら
煙
を
出
さ
な
い
こ
と
と
、ト
ラ
ッ

ク
の
交
通
量
を
定
め
る
こ
と
で
工

業
団
地
の
操
業
が
住
民
と
合
意
さ

れ
ま
す
。山
崎
さ
ん
が
工
場
を
移
転

し
た
の
は
35
歳
の
時
。当
時
は
20
人

ほ
ど
の
従
業
員
を
抱
え
て
い
ま
し

た
が
、歌
島
の
と
き
は
電
車
で
通
っ

て
く
れ
て
い
た
従
業
員
が
中
島
に

通
勤
す
る
手
段
も
な
く
、塚
本
駅
か

ら
の
タ
ク
シ
ー
の
送
迎
を
行
う
な

ど
、様
々
な
困
難
を
抱
え
て
ス
タ
ー

ト
と
な
り
ま
し
た
。中
島
ま
で
バ
ス

が
く
る
よ
う
に
な
る
の
は
平
成
に

入
っ
て
か
ら
。そ
れ
も
西
淀
川
工
業

協
会
と
バ
ス
を
通
し
て
ほ
し
い
と

大
阪
市
に
交
渉
を
し
た
か
ら
実
現

し
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

◆
シ
ャ
ー
リ
ン
グ
技
術
の
変
化

山
崎
さ
ん
が
シ
ャ
ー
リ
ン
グ
の
工

場
を
経
営
し
よ
う
と
考
え
た
の
は
、

親
が
琺
瑯
鉄
器
の
加
工
工
場
を

や
っ
て
い
た
か
ら
だ
そ
う
で
す
。

「
ナ
シ
ョ
ナ
ル（
現
・
パ
ナ
ソ

ニ
ッ
ク
）の
炊
飯
器
の
下

請
け
を
や
っ
て
い
た
ん
や

け
ど
な
、コ
ス
ト
の
問
題

も
あ
っ
て
そ
の
う
ち
ナ

シ
ョ
ナ
ル
が
自
社
で
作
る

よ
う
に
な
っ
て
し
も
う

て
。
製
品
を
持
っ
て
売

る
っ
て
言
う
の
は
大
変

や
。シ
ャ
ー
リ
ン
グ
は
金

属
板
を
切
る
加
工
賃
だ
け

や
か
ら
、
品

物
の
こ
と
は

考
え
ん
で
い

い
。せ
や
け
ど
、付
加

価
値
は
少
な
い
か
ら

儲
け
は
少
な
い
ん
や

で
」と
工
場
の
形
態
の

違
い
に
つ
い
て
教
え

て
く
れ
ま
し
た
。
現

在
は
シ
ャ
ー
リ
ン
グ

の
加
工
技
術
が
変
化

し
て
お
り
、「
昔
は
巨

大
な
ハ
サ
ミ
み
た
い

な
機
械
で
切
っ
て
た

け
ど
、
今
は
ガ
ス
や

レ
ー
ザ
ー
で
切
り
取

る
よ
う
に
な
っ
た
。

切
り
落
と
し
の
部
分
も
少
な
く

な
っ
た
ん
や
で
。燃
料
は
今
は
プ
ロ

パ
ン
ガ
ス
や
け
ど
、将
来
的
に
は
水

素
に
変
え
て
環
境
に
配
慮
し
た
工

場
に
し
て
い
き
た
い
」と
語
っ
て
く

れ
ま
し
た
。

現
在
は
、高
潮
や
津
波
な
ど
の
災
害

に
備
え
た
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。

工
場
を
見
学
し
た
海
外
の
研
修
生

は
、地
域
と
と
も
に
生
き
て
い
る
工

場
の
姿
に
感
動
し
て
い
ま
し
た
。時

代
の
変
化
と
と
も
に
、も
の
づ
く
り

の
企
業
の
変
化
を
実
感
し
た
ヒ
ア

リ
ン
グ
で
し
た
。

林

山崎　光信さん

西
淀
川
記
憶
　
　
　
隊

あ
つ
め

西
淀
川
記
憶
　
　
　
隊

あ
つ
め

シ
リ
ー
ズ

Vol.12

あ
お
ぞ
ら
財
団
の
理
事
で
あ
る
山
崎
光
信
さ
ん
は
西

淀
川
生
ま
れ
の
西
淀
川
育
ち
。現
在
も
西
淀
川
で
株

式
会
社
山
崎
シ
ャ
ー
リ
ン
グ
を
経
営
し
て
い
ま
す
。

2014年6月９日
聞き取り

ほ
う
ろ
う
て
っ
き
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資料の説明をしてくれる佐々木工場長

日々掃除作業を怠ることなく環境改善に努める
福田係長。

ガラス工芸作家 高橋直樹氏の試作品

ナナメに切っています

同じ形を同時に切りとります



あ
おぞ

ら  広場

【お問い合わせ】
ＴＥＬ : 06-6475-0111　ＦＡＸ : 06-6475-0114
ＵＲＬ : http://aozoraen.com/
運　営 : NPO法人西淀川福祉・健康ネットワーク

ディサービスセンター

2006年10月1日にデイサービスセンターあおぞら苑は産声を上げました。
西淀川公害裁判で四半世紀命をかけて闘った患者さんや家族のみなさま
の思いが、ひとつの形になったのがデイサービスセンターあおぞら苑です。
公害患者さんも高齢になり日々の生活を援助するために、また地域のみな
さまが誰でも利用でき、「西淀川に住み続けて良かった。」と思えるように
との思いがたくさん詰まった場所にしたいと思い設立しました。

あおぞら御膳

あおぞらの湯

◆あおぞら苑（事業所番号 2771001076）
　〒555-0032 大阪市西淀川区大和田5丁目7番14号
　開所曜日：月曜日～土曜日（祝日は開所）    利用人数：１日18人

◆あおぞら苑Ⅱ（事業所番号 2771001407）
　〒555-0031 大阪市西淀川区出来島1丁目2番4号
　開所曜日：月曜日～金曜日   利用人数：１日20人

広告

発行所：公益財団法人公害地域再生センター（あおぞら財団）
編集人：田代 優秋

〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1-1-1あおぞらビル4階
TEL 06-6475-8885　FAX 06-6478-5885
http://aozora.or.jp/　webmaster@aozora.or.jp

デザイン：㈱バード・デザインハウス

定価：一部400円（郵送料込）

会員の購読料は会費に含まれています。

本誌掲載記事の無断転載を禁じます。
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公益財団法人 公害地域再生センター

あおぞら財団
Facebookページ
「いいね！」を
押してくださいね。

西淀川菜の花プロジェクト
～エコでつながる西淀川～

【廃油回収量】
総合計26,942ℓ

（2009年7月から2014年11月まで）

2014年度 5,114ℓ
2013年度 7,344ℓ
2012年度 6,472ℓ
2011年度 3,986ℓ
2010年度 2,509ℓ
2009年度 1,517ℓ 

現在西淀川区内外55
箇所で、廃油を回収し
ています。
回収団体募集中。
詳しくはあおぞら財団
まで。

西淀川菜の花プロジェクトブログ  http://nanohanany.blogspot.jp/

回
収
拠
点
は

の
ぼ
り
が
目
印

2014年11月8日、廃油キャンドルナイトinNY（西淀川）を行いました。

当日はたくさんの方々にみにきていただき、ありがとうございました。
緑道散歩

ありがとうございます

●入会
辻　幸二郎

小川　嘉憲

白川　政昭

高橋　沙織

●お助けボランティア
大野　みさ子

左成　志朗

●寄附・寄贈者
辻　幸二郎

清水　万由子

藤本　典昭

萩山　克彰

（20１4年10月～2014年11月　敬称略・順不同）

「りべら」2014年11月号11ページ４段目18行目～

誤：ジェーン台風（昭和25年）では淀川の堤防が決壊し、

正：室戸台風（昭和9年)では淀川の堤防が決壊し、

誤記によりご迷惑をおかけしたことをお詫びすると同時に、訂正致します。

広告

〈広告募集〉 企業・団体・個人の皆さま
あおぞら財団の活動周知のため

「りべら」発行部数増にご協力ください。

「りべら」は、あおぞら財団が取り組む環境活動やまちの情報を伝える機関紙として、年4回（季

刊）発行し、あおぞら財団会員様をはじめ、公共施設・店舗・各種施設にて配布しています。あおぞ

ら財団の活動拠点である大阪市西淀川区を中心に、環境問題や地域再生に取り組む様々な方々

に登場いただき、環境の取り組みやまちづくり活動の輪をつなぎ、広げていきたいと思います。

現在、より多くの方に読んでいただけるよう、発行部数増をめざしています。（1500部→3000部）。

あおぞら財団の活動趣旨に賛同いただき、ともに環境活動に取り組んでいただける企業・団体・

個人の皆さまから「広告費」という形での協賛をお願いできればと思います。いただいた資金は、

本「りべら」の紙面の充実・印刷費として活用させていただきます。あわせて定期購読、会員も募集

中です。どうぞ、ご協力お願いします。

【りべら広告掲載費】
中面1／9頁：1万円／回
中面1／3頁：3万円／回
中面全面：9万円／回

お問合せ先：あおぞら財団まで
　　　　　 TEL06-6475-8885

スタッフツィッター 編集後記お詫びと訂正
大阪でしかできないことって何？̶̶あおぞら財団にきて、

そろそろ1年。せっかく大阪に来たんだから、住んでる今しか

できないことしなきゃモッタイナイ。美味しいもの食べる…、

大阪の観光地を尋ねる…、住んでなくてもできそだなぁ。何

かありますか、誰か教えてくださ～い。

田

読者の声

昨年夏から、インターンやアルバイトとして、主に環境教

育についてお手伝いさせていただいています。夏の蝉の

抜け殻調べ、秋のハゼ釣りなど、四季を通じて西淀の環境

を考える機会作りをお手伝いしています。財団の職員さ
ん、ボランティアの皆さんと、どうしたらもっと良い取り組みができるのか、たくさん話

し合って、企画しています。公害の歴史を乗り越えてきた西淀川地区。この地域の素
晴らしさ、魅力をもっと子どもたちにも学んでほしい！また他の地域の方にも知って

もらいたいなと感じています。私たちと西淀川の魅力を再発見しませんか？

滋賀県立大学 環境科学部
環境政策・計画学科 4回生

石田  みずきさん

14 132015年2月号2015年2月号


	00 のコピー
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