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－鳥も考える？一

1993 
自 は一般に、あまり考えたりすることなく

IUV 「本能の命ずるままに」行動していると考え

られています。たとえば、托卵性のカ ッコウのヒ

ナは、巣の中にある自分以外の卵やヒナを背中に

のせて押 し出し、親鳥（仮親）がもってくる食物

を独占してしまいますが、これは先を見越したヒ

ナの行動などではなく、実は非常に機械的な もの

です。かれらはただ、巣の中にあるものは何でも、

木の実であろうと消しゴムであろうと、「本能の

命ずるままに」背中にのせて押し出してしまうの

です。

し かし、中には、自分のやっていることの意味

をわかっていると考えられる例もあります。

私が研究したサギ類の一種、ササゴイの投げ餌漁

（なげえり ょう） が、そうした例の一つです。 サ

サゴイはふつう、岸辺にじっとたたずみながら魚

が近づいてくるのを待ち、射程距離内に入った魚

にとびついてくわえとります。が、魚は簡単 には

近づいてきてくれません。ササゴイの投げ餌漁と

いうのは、その近づいてこない魚を巧みに射程距

離内に引き寄せて捕える漁法です。

ササゴイはまず、魚の餌あるいはそれに代わる

ようなもの（以下、まとめて餌と呼ぶ）をくちば

しにくわえます。次に、魚、の行動を見ながら、身

('.. 

【三三五三
ドイツのパルスローデ鳥類公園からつが

いが釆園しました。 9月10日から一般公開し

ています。園内では、当園を含めて3つの動

物園でしか向育されていません。
（撮影： 前田 茂）
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南米大陸北西部のアンデス山
脈に生息しています。種名は自
の周りの白斑に由来しますが、
この個体はメガネ状にはなって
いません。絶滅の危機にある大
変稀少なクマです。

（撮影．長瀬健二郎）
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樋口広芳さん

（日本野鳥の会研究センタ一所長）

を低くしつつ餌を水面に投げ落とします。魚は餌

のw,下に敏感で、しば しば不用意に近づいてきま

す。そこでササゴイは、魚が射程距離内に入って

きたところで、すばやくとびついてくわえとるの

です。

餌としては、ハエ、アリ、ミミズのような生き

餌から、木の笑や小枚、羽毛のような疑似餌まで

使います。ハエやアリは、石の上にいるものや飛

んでいるものをつかまえ、ミ ミズは、水底の泥の

中や石の裏などから見つけ出します。木の実や小

枝などは、付近にあるものをちぎりとったり、水

面からくわえ上げたりします。

ササゴイは、魚が食いつかなかった鰐、あるい

は食いついてもまだ残っ ているよ うな併を、とり

戻して使います。場合によっては、同じ餌を 10回

以上もくわえ上げては使います。またときには、

ある場所で汁変った餌を別の場所までもっていって

再び使います。さらに、まれなことではあ ります

が、疑似餌を使うだけでなく、作ってもしまうこ

とがあります。つまり、長めの小枝を両足の下に

はさみ、はしを小さく折って疑似餌とするのです。

サ サゴイはこのように、 漁をする さい、 明 らか

にそのときどきの状況に合わせて行動を変

化させます。これは、何がどうなったらどうなる

という、ものごとの前後関係を理解した大変かし

こい行動であるといえます。ササゴイが含まれる

サギ類というのは、烏の中ではそれほど「高等」

ではないと考えられていますの したがって、こう

した投げ餌漁のような行動がササゴイに見られる

ということは、非常に注目すべき ことです。

もしかすると、ササゴイに限らず多くの烏は、

私たちが知らないだけで、じつはいろいろ考えな

がら行動しているのかもしれない、と最近夜、は考

えています。

（ひぐちひろよし）
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デンプン分を溶かし出して沈澱させるのですが、

zmほどのクズの根から とれたクズ粉は、本当に

わずかな量。ク ズ餅どころか、参加した子どもた

ちがそれぞれ人差し指の先ですくい、 一 口ずつな

めただけで、たちまちなくなってし まいました。

けれども、みんなで汗を流し、泥だらけになって

とったクズ粉は、タライの底でキラキラと 光 って

いましたし、それを口に含んだ子どもたちの表情

も、自然の恵みをいただく喜びで、とびきり輝い

て見えました。

自然保議が叫ばれて久しい昨今ですが、 自然を

大切に思う気持ちの原点は、こんなささやかな喜

びなのではないかと、私は考えています。
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たまみ）

クズの根を

水の中でたたく。

｛さわ ぐち

クズの海の中、つるをたどる。

クズの糠を掘る。

... 面

つるの長さはJOm/
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ろに行って拾ったもんさ。なあに、それでもク？

に襲われた者なんか一人もいなかったよ...J 
山の民にと ってクマは、同じように森の恵みを

いただいて暮らす仲間なのです。

彩、はそんな気持ちを、現代っ子にもできるだけ

感 じてもらいたし、と思ったのです。幸い私は、 IJ.lt

岡市の小さな緑 地で、月に一度の自然観察会を聞

いていますから、さっそく「木の実を味 わってみ

ようJというプログラムを組ん でみました。子ど

もたちとともに；、 ドンクd リムやクリ、クノレミ Jやノ、シ

パミ 、アケビなどの木の笑を採り 、味わってみる

のです。もちろんシダミダンプも作り、みんなで

試食してみます。

木の実を拾う とき には、 動物たちの食べた跡も

よく観察します。自然観察会の最中に、リ スやネ

ズミ 、タヌキなどの野生動物が姿を現してくれる

ことはめったにあ りませんが、子どもたちにとっ

ては食べ跡や糞、足跡と接するだけでも、 ト分に

心躍る出来事のようです。

「クルミの実を、き れし、に半分に割って食べるの

はリス、左石から丸い穴を聞けて食べるのはネ ズ

ミなーんだよj

と話すと、子どもたちは思い思いに想像をめぐ

らせ、

「ここには、ネズミの食べたクノレミの殺がたくさ

ん落ちているね。きっと、この場所がネ ズミの食

堂なんだよJ
「こんなに堅い殻に穴を聞けるなんて、

歯が丈夫なんだねJ
などと言って瞳を輝かせ ます。子どもたちの心

の中には、生き生きと木の実をII歯じる リスやネ ズ

ミの姿が、 鮮やかに浮かんでいるのでしょう。

そんなふ うに、森の動物たちに思いを馳せなが

ら食べる木の笑の味は、また格別です。あまりに

索朴な味なので、子どもたちが食べてくれるか不

安だったシダミダンゴも、 ほとんどの子が

「おいしい r」

と言って、いくつも頗ばってくれました。乾いた

喉をi閉すのは、あたりに生えているササの葉をヤ

カンにポイと放り込み、七輪にかけて沸かしたサ

サ茶です。

ま た、木の実を味わうだけでなく 、植物の根 つ

こからテンフ・ン をと ってみたこともあ りま

した。自然観察会を聞いている緑地には、いたる

ところにクズが生い茂っているので、クズ粉をとっ

てクス餅を食べようと企んだのです。が、 クズ餅

を作 るだけのクズ粉をと るのは、 とて もたいへん

な仕事であることが、すぐに分かりました。

まず、ク ズの根を探し出すために、クズのつる

をたどります。つるは、あちこちに絡みつきなが

ら、長いものになると lQm も伸びていました。根

の深さ も数mに及び、大人がすっぽり入るほどの

穴を掘 って、ょうやく 取り出すことができま した。

それを、 71<を張った大きなタライの中でたたき、

とっても

') 

) 

いるのですが、かつてはかなり高密度に楼息して

いたら しく、多くの洞穴遺跡からカワシンジュカ

イの貝殻が見つかっています。

さ て、以上のように縄文時代の遺物を見てくる

と、当時の人々が海や川、山の産物を巧みに

利用しながら、自然と一体になって暮らしていた

ことが分か ります。そして東北地方では、そのよ

うな縄文時代の暮 らしぶりが、つい数十年前まで

確かに受け継がれていたのです。

それはたとえば、東北の山間で暮らす人々のあ

いだで、最近までドングリ食が見られたことから

もうかがわれます。岩手県ではドンクリの実のこ

とを、方言で「シダミ」または 「スダミ Jと呼び、

重要な食胞とされてき ました。長いこと炭焼きを

してきた山の古老によれば、

「わしら山の者は、森のおかげで生きてこれたよ

うなもんです。食べるものなら、まずスダミ。 こ

れは主食でゃんした。そのほか、春から夏にかけ

てはさまざまな山菜、秋にはキ ノコを採って食べ

ました。ワ ラビやオオウノ〈ユリの中良っこを71<の 中

でたたき、デンプン分をとって食べたりもしまし

た。タンノマクi原だって、Jll魚、やウサギカ汁甫れやん

したから、たいして不足はしませんでしたJ
と蓄います。

東 北地方に分布するドンクリは主にコナ ラやミ

ズナラで、いずれもアクが強〈、生のま まで

食べることはできません。人々はドングリの実を

f合ってくると 、天 日に干して虫を出し（ドング リ

の実の多くには、コナラシギゾウムシの幼虫が食

入しています）、殻を最小、て、木灰と水を加 えて

火にかけます。するとドングリからは、真っ黒な

アクが出るので、何度も水を替えて根気よくコ卜

コト と煮ます。そうしてアクが抜けたら、 その ま

まシダミ粥として穀物と混ぜたり、すり 潰し てダ

ンゴに し、賞粉を まぶ して食べたそうです。

私も見ょう見まねでシダミタンゴを作ってみた

のですが、真っ黒に煮上がったドングリをすり潰

すと、ほのかにドングリの香りがするアンコにな

ります。それに黒砂糖を混ぜて甘みをつけ、丸め

て黄粉をまぶすと、思いのほか風味のあるダンゴ

が出来上がりました。私はそのダンプの味を、ぜ

ひ現代の子どもたちにも知っても らいたいと思い

ました。お金さえ払えば、何でも簡単に手に入る

世の中にあって、雑木林に落ちているドングリを

一つ一つ拾い、ゆっくりと時間をかけて作る素朴

なダンゴの味は、とても貴重なもののように恩わ

れたからです。

そしてイ可より、 ドングリをは じめ とする 自然の

産物を味わうことは、自然界に生きるたくさんの

動物たちとの一体感を味わ うこ とにつながるので

はないでしょうか。先に紹介した山の古老は、こ

うも言います。

「わしらが小さいころのク リ拾いは、たった今ま

でク7 がいて、クリの笑を食べていたようなとこ

． 
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は るか縄文の昔、人々がまだ狩猟

採集生活を営んでいたころ、落

葉広葉樹林に覆われていた東北地方

は、とても豊かだった と言われてい

ます。

これまでに発見された遺跡の数か

ら類推すると、縄文時代の人口は関

東から東北地方にかけての東日本に

集中していたと考えられるそうです。

それはとりも直さず、 当時の東日本

の 自然が、衣食住を支える豊かな恵

みを、人々にもたら していたことの

証明でもあるのでしょう。

私の住む感岡市の西のはしに、縄

文時代の終わり ごろに栄えたとい う

科内遺跡があります。ここには、た

くさんの住居跡が残されていたほか、

皿をは じめ とするさ まざまな木製品

や、人間や動物を形どっ た土製品、

みことな漆主主りの櫛、獣を狩るのに

使われたであろう 弓矢な ど、実に多

様な遺物が発見されています。 しか

も川べりの湿地には、川魚 を捕る た

めに用いられたエリ （魚、の通り 道に
ず

沿って袋状に貨を立て、入った魚、が

出られなくなるようにし たもの）に

似た構造や、当時の人々の足跡まで

が残されていたといいます。

また、岩手県北部の二戸市の雨沌

遺跡からは、たくさんの土器や石器
おの

とと もに、クジラの骨でできた斧 や、

ドングリや卜チの実の皮を大量に捨

てた跡が見つかっています。

さらに三陸海岸沿いに存在する貝

塚では、イガイやアサリ、タ 7 キビ、

マテガイなどの貝殻はもちろんのこ

と、？グ口、カ ツオ、 マダイな どの

魚、クジラやオ ッ トセイ などの海獣、

イノシシやニホンジカなどの骨が捨

てられていました。岩手県の土壌は

酸性で、動物の骨は残りにくいので

すが、貝塚では石灰分があるため、

このようにさまざまな骨が保存され

ているのだそうです。

したがって内陵地方でも、石灰分

の多い鍾乳洞から発見される遺跡で

は、動物の骨がよく残されており、

イノシシ、ニホンジカ、カモシカを

はじめ、ク7 、タヌキ、ニホンザル

などの骨が発見されています。 また、

岩手県の河川には氷河期の遺存種と

考えられるカワシンジュカーイが棲息

しており、現在では河川改修やダム

工事の影響で絶滅の危機が叫ばれて
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天 王寺動物園では、 附年から小学校4年 生 、

5年生、 6年生を対象に動物l習での飼育体験

をしていただくために、毎年夏休みにサマースクー

ルを開催しています。

以前この「なきごえJ誌上で、参加した小学生

の感想文、お手伝いいただくボランティアの感想

文等を掲載しましたが、今回はサマースク ル が

どのように行われているか、報告させていただき

ます。

サマー スクールの準備は前年のサマースクール

終了時に始まります。次年度に向けての反省と開

催日程を決定します。 日程は子供たちが一学期の

直後の緊張状態にある期間を選び7月21日～7月2

6日の6日間に設定しました。

サ マースクールのお手伝いをいただく動物園ボ

ランティアの募集を3月に始めます。

この募集と並行してサマースクールの企画をす

るためのボランティア、飼育担当者、獣医師など

の代表者による実行委員会を組織し、会議を何回

となく開催し、サマー スクールのカリキュラムを

決定していきます。小学校4年、 5年、 6年の教育

課程はかなり差がありますので、それぞれの教育

課程に合わせてカリキュラ ムを作っていき ます。

獣医師、飼育担当者等の専門用語を使わないよう

テキストを作っていくのは苦労がいります。 自分

の息子や、娘に言葉の意味について判るかどうか

確かめる こともあります。

今回のサ7 ースクールのテ マは第l斑（4年生）

草食動物と肉食動物、第2班 （5年生）サルと 夜行

性動物、第3斑 （6年生）鳥類と腿虫類にしました。

時間割はテー7 に基づき次のように しま した。

第 1:EH:〔草食動物と肉食動物〕

第1日

6 

9 15 

10 00 

受付、点目乎

諸注意、記念 撮影、自己紹介

10: 30 

12: 00 

1 : 00 

3. 00 

第 2日

9 15 

10 30 

12・00

1 : 00 

2・30

3: 00 

ラ クダラ？ 10入力パ 10人

・ラクダの形態についてクイズ形式で解説

。カンガルーの自由察 ・カパのロの中の

観察

昼食休憩

キリン

。併の説明 。寝室へ入室（寝ワラの説明）

・採食観察（乾ノマン給自ヰ） ・舌の長さの

測定 ・身長の測定

ソ。ウ

。危険について説明 。寝室へ入室 。採

食観察（フスマペレ y トスイカ）

解散

受付、点目乎

トラ、ヒョウ 10人

カミ 10人

ライオン、 オオ

。寝室見学 。餌の説明 ・オス、メスの

見分け方 ・ライオンの子を近接観察

昼食 休憩

学習のまとめ

終了式

解散

第2班〔サルと夜行性動物〕

第 1日

9: 15、10 00〔草食動物と肉食動物〕に同じ

10: 30 夜行性動物舎

－動物舎清掃。 餌の調理と給餌

12・00 昼食休惣

1・00 ゴ リラ

・餌の説明 。寝室へ入室

2・00 チンノマン ジー オランウ タン

3: 00 

第2日

9. 15 

10: 00 

11: 00 

. ~耳の説明 ・ 動物の説明 。 チンパンジ

のマカデミアナ ンツ割り の観察とマカ

デミアナ y ツ割り の笑習

解散

受付、点目乎

サルヒヒ合、サルJ島

。ビンゴゲームカ、イ ド ・「わけるのはさ

みだ」ゲーム

コアラ

。併の説明 ・コアラの特徴の説明

12: 00 昼食休憩

1: 00 学習のまとめ

2: 30 終了式

「〕

〉
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3 00 解散

第3!H:〔鳥類と拠虫類〕

第 1日

9・15、10.00〔草食動物と肉食動物〕に閉じ

10・30 烏の楽園

12 : 00 

1 : 00 

。f坪の説明 。伺育鳥類の説明 図解卵君主

の説明 。人工桁化した雛の説明 。バー

ドウォ ッチング

昼 食 休 憩

ワライカワセミキジ 10人走鳥 10人

。僻卵器の説明 。ペ リγ 卜分析

1 : 50 小鳥の家 10人ペンギン 10人

。ペンギンの説明

3: 00 解散

第2日

9: 15 〔草食動物と肉食動物〕に閉じ

10: 00 照虫舎

。体重測定 。調理実習 。清掃実習

．採食観察

12. 00 昼食休憩

1: 00 学習のまとめ

2: 30 終了式

3. 00 解 散

以上の時間割に基づき進めていきます。

各班は、3組6グループ10名ずつ計60名で構成

され、それぞれのグルー プにボランティア4～5名

がつきます。

ボランティアの主な役割は、調理実習や清掃実

習、触察、実験などカリキ ュラムに沿った引率、

指導などですが、サマースクール期間中は夏休 み

の子供たちを、例え2日間でもおあずかり す るわ

けですから、動物園は社会教育の場という基本的

な立 場からも、指導者として、子供たちにあいさ

繍~ ~ 

つの仕方を教えたり、健康状態に注意したり、飼

育担当者の話をきちんと聞かせたりしながら、動

物に興味をもたせ、動物のことを考えるきっかけ

をつくるようにすることが大事な役目となります。

4年生一6年生のワンパクざか りですから、飼育

担当者の話を聞かない子、悪ふざけをする子など

いろいろといますが、この年代ですからある程度

は仕方のないことです。しかしわがままを許すだ

けでなく、集団の中での規律を守ることを覚えさ

せることも大切なこと です。

また、サ7 ースクールでは直接動物舎の中に入

るなど危険を伴う作業もありますので、特に注意

を要するところです。

子供たちは、ボランティアの指示に従って各 動

物舎で動物に触ったり、餌を調理したり、調理し

た餌を与えたりしながら、飼育担当者の説明を受

けていきます。

日頃、体験出来ないことや、聞くことのできな

い飼育担当者の苦労話、 見ることの出来ない動物

舎の裏側に、子供たちの目も輝き、真剣に話を聞

く姿、そして伺育担当者に鋭い質問をする姿は、

普段の学校での授業風景とはまた一味違ったもの

があります。

ある程度年齢を重ねた者にとって、子供のころ

経験した自然との触れ合いも、近年とりまく自然

環境の変化とともに、今の子供たちには、経験で

きにくくなっています。

サマースクールでの体験は与えられた受動的な

体験となるのはやむを得ませんが、それで も生き

ものに直接触れたり 、餌を与えたり、動物舎に入っ

て掃除をするとい う体験を通じて、動物を身近に

感じ、理解を深めるための大きな手掛かりにな っ

ていくものと考えられます。

来年には20回目を迎えるサマースクールをより

充実したものにするため、私たちスタ ンフ も、 こ

れまで参加した子供たちの意見をアンケートとし

て集計、今後のサ7 スクールに反映してい くこ

とが出来るよう、笑行委員会で討議していきたい

と考えています。

（管理採．谷主主 進）

7 
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ーか〉
f大きなカパの口、虫直置はあるのかな？J

近くで動物の観察を行っています。

「キリンのきは長いんだねえ。j

カンガルーにヱサを与えていますね。こうやって
身近に動物と鑓する乙ともできます。

4・．，

さて今月のテーマは、毎年恒例 こな りましたサマースクールです。

いったいどんな活動をするのだろ うか と思 われる方も多いで しょう 。

そこで内容を皆織にご紹介したいと思 います。

司 E・企 喧． 
(" ‘ 

1・届・、
ー倉

• l . I,. • 

.. " 

司．

ここではサルについてのお話を聞いているとと

ろです。
「ふーむ。なるほど、なるほどj

．・仇． .:ia. I 

目
目
、
F・

E

・・・司・・・ ． ， 

.. 



コイサギの特技

動物園には、 一年を通じてたくさんの種類の野

鳥遥がやって釆ます。小鳥から小型のツル位の大

きさのアオサギまでさまざまの野鳥が見られます。

頭と背が黒〈後頭部に長い白い冠羽があり、羽

と尾は灰色で、くちばしは黒 〈足は黄色でカラス

位の大きさのずんぐりした鳥。それはゴイサギで

す。夕方から夜にかけ川や池で魚をとり生活をし

ています。養魚池などで魚、をとられる被害が問題

になることもあります。圏内のフラミンゴ池やペ

ンギン池にも午後4時半位から 5時頃にやって来

て、ゴイサギたちのディナータイムが始まります。

ペンギン池では、成長2羽、幼鳥l羽をよく見か

けます。

ペンギンがエサを取るために水中にもぐると、

体 を低 〈頭を前につきだしすぐ飛びだせる体勢を

とってペンギンの動きを目でおっていきます。そ

してペンギンがアジをくわえて水面に浮上した所

を待ってましたとばかり、ペンギン目がけて飛び

出し口にくわえているアジをき っと横取りします。

ペンギンは何があったのかわからずキ ョトンとし

ています。でもいつも成功するとはかぎらず、 ゴ

イサギのダイビングをきっ しペン ギンが うまく か

わすこともあります。いつ もいつもエサを横取り

されていては、ペンギンもたまりませ んからね。

又、 ペンギンが泳くつk流て伊アジが浮き上がる瞬間

をとらえて、一瞬にしてアジをつかみ取ります。

池や川で泳いでいる魚を捕るより楽なのでしょ う

か。大阪市内では、 簡単に魚を取れる場所が少な

くなったのでしょうか。 都会に住む鳥達の生活の

知恵なので しょ うか。 （飼育課：野口 秀高）

10 
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コアラの赤ちゃん

つ）

（飼育課 ・野口 秀高）

なさごえ29(10).1993 

直至理3H乍年9月25日に生まれたコアラの赤

ちゃんの命名式を行いました。赤ちゃん

の名前は、応募総数13,000通 の中から厳

正なる審査の結呆 “クミ ”に決まりま し

た。命名者の中から抽選 で50名の方に記

念品としてコアラのぬいぐるみをプレゼ

ン 卜しました。

s I 2.プラ y クパックの赤ちゃん（オス）が1

頭生まれました。

匡互亘E 7月14日にシ ンガポール動物園から

来因したチンパンジー母子の一般公開を

？？芸毘町 I" 
連覇
摂

しました。ゾウに与えている餌の種類を

紹介し、実際にそれぞれの餌の食べ方を

説明し ました。

s I 16 7月2日に来図したメスのライオンと4也の

若い2頭のライ オン （オ ス、メ ス）を同

居展示するため、まず、オスと 同居テス

トを始めま した。

ニホンジカのメス lE頁の11¥1立リり （削日帝）

をfrいました。

匝互豆E 園内最長老のチンパンジーうユジー”

（メス）の一般公開を始めま した。展示場

今月もおもしろ情報満載

z。

8 I 18 プラ y ザグェノンの赤ちゃんが1頭生ま

れました。

s I 20.カワセミを UJ;Jイ呆言藍しました。

ブラックパックのメスが1頭生 まれま

しfニ。
7月2日に来園したメスのライオ ンと既

にいるメスのライオンの同居テストを始

めました。

8 I 22. 8月20日に保護したカワセミを 自然復帰

させました。

s I 23 7 レージャコ ウネコの赤ちゃんが生まれ

ました。泣き声から複数の赤ちゃんが生

まれたようです。

8 I 26 モモイロペ リカ ンがペ リカン池から飛 出

さないように羽の一部を切りました。

s I 27 今年僻化したカモ類の一部 （アカハシハジ

口、ツクシガモ、カルガモ、オシドリ）が大き

くなったので旬、個体識5)1］のため開l帯と翼

手管を付けて「，烏の楽園」 に放しました。

厘至互主D烏の動物園として有名な ドイ Yのパ

ルスローデ烏類公園からソデグロヅル1つ
がいが来闘し ました。 検疫が終了した9

月10日からツル舎に展示しています。

主ムニ雪仁二~~よ~~•• ；＿－：..~ 
合テレホンサービス ：771-9999 

－（：［お知らせ ：・秋の動物と花のフ工スティn1レ＇93
期間 10月17包（巳〉～竹 月7日〈日〉

・動物園のおじさんのお話
「ビンゴでガイドJ
日時 10月17臼（日〉午後1時～

11 



愛ある暮し、応援します；

近鉄百貨店

動物僅lで暮らす峨々な生き物遥‘

自然の中ではどん主主事らしをし

ているのかつ 動物園での世話

の仕方はヲ f1I』問は9 ~ど、

写真と制密イラλ トをまじえ紹

介します。
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む求めIi、お近くの書店で。 会ひかりのくに株式会社 本社／〒543大阪市天王寺区上本町日時768-1151
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動物の生態を描〈唯一の文学雑誌

動 物文串｜
昭和九年平岩米吉によって創刊

本誌は生態研究を基礎として動物文献を収集整理する
と と も に 、 シ ー トン、ザノレテン、パイコフ等の諸作家

を紹介した本邦動物文学の母胎です。
〈研究・考証 ・記録・随筆・翻訳等を掲載〉

会費／年1,500円 （切手72円・呈既刊号目次）

動 文 声M‘
弓一

A
Q
玄物

干152東京都目黒区自由が丘3-12-2 電話03(3717)1659・振替・東京5-9800

新作

貸出用 「· El~ I I ¥ Z一土~lit！： 回ビデオ｜完全しい八土寸動｛~困」
19分 （10本常備）

・対 象／保育園・幼稚園・小学校の先生

・貸出期間／10日間

・貸出料／無料（但し郵送料480円は必要）

・申込先／当協会まで手紙かハガキで

お申込下さい。

天王寺動物園の本
入園の記念・手引に・

.,. J、

崎明
オールカラー

500円 圏内売店にあります。

ヨアタテν；！；：.ノカード（限定販売）
好評発売中茎800(50度用）

大阪市天王寺動物園協会 干543大阪市天王寺区茶臼山町6-74ft(06)771-0201 



動物ぬいくやるみは
子供のゆかいなお友達

川II各種ぬいぐるみ企画・製造 ・卸川”

有限会社ヨ＝~ラ~＂＇
号 547 大阪市平野区西脇4丁目5番22号

TEL : (06) 704-8 5 8 0 

FAX: (06)704-8 5 6 5 

－医学実験用動物

・宣伝用、 テレビ用、貸動物

・原色世界雑類図鑑 （34種1枚もの）要郵便券250円

有限会社吉 川 商 之〉．
~ 

本 社 神戸市中央区中山手通3丁目11番4号 電話（078)221-8195附

飼育場兵庫県小野市来住町 15 1 3番地

たのししい動物のお話ミは、

ガイドマシン（動物説明機）で、どうぞグ

圏内、主要動物会
30数カ所にあります

関西特機株式会社

電話 06-762-2333

1回 20円

づ

〉

お食事・猷もの・おみやげ

－
 

e
 ・

圏内でのお写真は・・－

動物園協会指定写真部ヘご用命下さいグ

島‘

国際航空写真株式会社

T E L 06-856-7444 

。随時係員が待機 して

おりますのでご説明

lこf司いました隠れま、

よろしくお願い致し

ます。

叫

カラー写真 キャビネ1枚 500円
撮影無料にでキャビネl枚をサーピスきせて裁きます。

掛影予約も受付しておりますのでご連絡下さい。
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希望小売価格 130c／書120円 2501／書220円｛税別） HIJIRl・KOJIMA  

一日
愉快に

。圏内3ヶ所（南園高架下・北圏

中央デッキ北側・北｜詞高架下）に

各種とのりものとがあります。

久竹娯楽株式会社
TEL (06)541-3938（代）

なきごえ 1993年lOH10 II ~Hr (f1JJJ 10日発行）第29巻ー 第10~｝ （通巻338}})

~i 昔、 J.:Pidi XE .'dilJltli物公l~l·Jq~p片

'iti r人 大阪diX E .'H<IJ~相｜占i協会 J:JI'良彦
i:ll¥.lい［ Iは式会社以It山並立定価150f'J(j玉川Jtl I :1＇従抗（ 12t羽；1I .650l'lt j基if共

干543大阪1liXE.'i'IX:茶F1111町6ー74
'ii!必大阪 (06)7 7 I -0 2 0 I 

阪rnl盛大阪3 3 7 8 2 3 

「•l•l1f! t; Iむ倉昌暗f/ •l•ll'.同 · ！ Ml、 lうI•l•llll'iリ； I itド，＇＼ f壬II 11fl 11111. I谷官 進 ／品ド i-'. I J! h世ー邸I~l•/"H.!1 
編集委員 I 

1._;;4， ~· l J竹1111［へ ’ホnm-1前Ill ,・.:c，）.；’f’） f,l I野11｛$必午川 'iiiI桝内l'Iサ Jh IIたl..11.r L rr1E.all’111足i’iJソ


