
47 ―アジ研ワールド・トレンド No.171（2009. 12）

大
阪
人
と
イ
ン
ド
人

安
藤
裕
二

カルチャー・ショック
日本人のみた外国

イ
ン
ド
は
一
度
行
く
と
、「
ハ
マ
る
人
」
と
「
ム

リ
な
人
」
の
二
つ
に
分
か
れ
る
、
と
は
よ
く
聞
く

話
だ
。
二
年
前
の
夏
、
近
く
イ
ン
ド
へ
行
く
と
い

う
友
人
の
話
を
聞
き
、
私
も
軽
い
ノ
リ
で
着
い
て

い
く
こ
と
に
し
た
。

私
は
綿
密
な
計
画
を
立
て
ず
に
ノ
リ
で
遠
出
を

す
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
あ
る
朝
起
き
て
無

性
に
餃
子
が
食
べ
た
く
な
っ
た
の
で
、「
せ
っ
か

く
食
べ
る
な
ら
宇
都
宮
へ
行
か
な
あ
か
ん
！
」
と

自
分
と
の
数
秒
間
の
相
談
の
末
、
自
転
車
で
宇
都

宮
へ
餃
子
を
食
べ
に
行
っ
た
り
、
ま
た
あ
る
と
き

に
は
大
親
友
と
「
二
〇
代
の
う
ち
に
太
平
洋
ベ
ル

ト
を
歩
か
な
あ
か
ん
！
」
と
い
う
話
に
な
り
、
と

り
あ
え
ず
一
週
間
か
け
て
東
京
―

浜
松
を
歩
い
て

み
た
り
と
い
っ
た
感
じ
だ
。
こ
の
と
き
の
イ
ン
ド

も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

突
然
迎
え
た
私
の
イ
ン
ド
旅
行
は
最
悪
の
幕
開

け
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
・
デ
リ
ー
の
地
に
降
り
立

つ
と
、
異
様
な
雰
囲
気
が
私
を
包
み
込
ん
だ
。
私

は
バ
ラ
ナ
シ
行
き
の
鉄
道
チ
ケ
ッ
ト
を
手
に
入
れ

る
べ
く
、
自
分
の
背
中
よ
り
大
き
な
バ
ッ
ク
パ
ッ

ク
を
背
負
い
デ
リ
ー
駅
の
外
国
人
専
用
窓
口
を
探

し
始
め
た
。
次
の
瞬
間
、
私
は
た
く
さ
ん
の
イ
ン

ド
人
に
囲
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
中
に
政
府
観
光
庁

の
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
を
持
つ
男
が
い
た
。「
チ
ケ
ッ
ト

は
Ｄ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｃ
の
オ
フ
ィ
ス
で
し
か
買
え
な
い
。

そ
こ
ま
で
は
リ
キ
シ
ャ
ー
で
行
け
」。
そ
の
男
の

主
張
す
る
内
容
は
、
私
の
持
っ
て
い
た
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
の
も
の
と
は
全
く
異
な
り
、
そ
の
こ
と
を

指
摘
す
る
と
、「
チ
ェ
ン
ジ
」と
言
い
、ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
の
ペ
ー
ジ
に
大
き
く
「
×
」
を
描
い
た
。
こ
い

つ
は
信
用
で
き
な
い
と
思
い
走
っ
て
逃
げ
る
と
、

次
は
俺
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
タ
ク
シ
ー
の
運
転

手
や
旅
行
会
社
の
男
な
ど
私
は
次
々
と
引
っ
張
ら

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
違
う
内
容
を
主
張
す
る
。
や
っ

と
の
こ
と
で
外
国
人
専
用
窓
口
を
探
し
当
て
、
チ

ケ
ッ
ト
を
手
に
し
た
と
き
に
は
駅
到
着
か
ら
す
で

に
三
時
間
も
経
っ
て
い
た
。

デ
リ
ー
に
て
半
泣
き
に
さ
れ
た
私
が
イ
ン
ド
に

親
し
み
を
感
じ
始
め
た
の
は
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
街

「
バ
ラ
ナ
シ
」
で
の
こ
と
で
あ
る
。
バ
ラ
ナ
シ
に

は
日
本
人
バ
ッ
ク
パ
ッ
カ
ー
が
多
く
、
情
報
を
共

有
で
き
た
。
何
よ
り
も
ガ
ン
ジ
ス
河
で
の
時
の
流

れ
は
、
意
外
に
急
な
河
の
流
れ
と
は
異
な
り
、
非

常
に
落
ち
着
い
て
お
り
、
ゆ
っ
く
り
と
イ
ン
ド
を

味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
時
間
は
、
イ
ン
ド

を
通
し
て
日
本
や
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
す
き
っ

か
け
を
与
え
て
く
れ
た
。
海
外
へ
行
く
と
い
つ
も

「
日
本
人
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
感
じ

る
が
、
イ
ン
ド
で
は
何
故
か
「
大
阪
人
」
と
し
て
の

プ
ラ
イ
ド
も
同
時
に
感
じ
た
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に

漫
才
の
よ
う
に
全
て
を
笑
い
に
変
え
る
と
い
う
意

地
で
あ
る
。
大
阪
人
根
性
を
思
い
出
し
た
次
の
瞬

間
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
河
川
敷
で
伸
び
た
髪
の
毛
を

切
り
、
大
阪
人
の
ス
イ
ッ
チ
を
オ
ン
に
切
り
替
え
た
。

大
阪
人
の
強
み
が
最
も
発
揮
さ
れ
た
の
は
、
値

切
り
の
場
面
で
あ
っ
た
。
お
互
い
拙
い
英
語
で
自

己
主
張
を
し
、
抱
き
つ
き
作
戦
や
変
顔
作
戦
な
ど

も
繰
り
出
し
た
。
あ
ほ
な
こ
と
を
繰
り
返
し
、
次

第
に
彼
ら
に
親
近
感
を
覚
え
た
私
は
、
と
ん
で
も

な
い
一
言
を
口
に
し
て
い
た
。

「H
ey, brother! Japan and India, very 

close fam
ily, you know

?

」

彼
ら
が
私
に
「Brother!

」
な
り
、「Japan 

and India, very close fam
ily

」
と
言
っ
て

き
た
も
の
だ
か
ら
、
逆
に
私
は
そ
れ
ら
を
拝
借
し

て
自
分
な
り
の
決
め
台
詞
を
作
り
上
げ
て
い
た
。

ハ
イ
テ
ン
シ
ョ
ン
で
彼
ら
に
接
す
る
と
、
彼
ら
も

そ
れ
に
応
じ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
初
め
は
と
っ

つ
き
に
く
か
っ
た
イ
ン
ド
人
は
、
次
第
に
私
と

キ
ャ
ラ
の
似
た
同
朋
に
思
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
大
阪
人
の
多
く
が
持
ち
合
わ
せ
る
「
人

懐
っ
こ
さ
」
と
「
ボ
ケ
と
ツ
ッ
コ
ミ
の
精
神
」
を
、

イ
ン
ド
人
も
持
っ
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ノ
リ
で
や
っ
て
来
た
イ
ン
ド
で
彼
ら
と

の
共
通
点
を
発
見
し
、
ハ
マ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

そ
ん
な
彼
ら
と
漫
才
コ
ン
ビ
を
組
ん
だ
ら
う
ま

く
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
と
き
の
コ
ン
ビ
名

は
シ
ン
プ
ル
に
「
大
阪
人
と
イ
ン
ド
人
」
が
い
い
。
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2007年夏、バラナシの路上にて通
りすがりのインド人(左)と筆者（右）




