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ワーク・ライフ・バランス

少子化対策や子育て支援をはじめ、生涯教育、地域社会への貢献など、
あらゆる場面で「ワーク・ライフ・バランス」について語られることが増えてきました。

「仕事と家庭生活の実現」と訳されてきたこの概念は、家庭生活を超えて、
働くことへの意欲や地域社会の存続、

持続可能な社会を築くための必要条件となりつつあります。
今あるべき「ワーク・ライフ・バランス」の姿について検証します。
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持
続
可
能
な
社
会
の
た
め
の

ワ
ー
ク・ラ
イ
フ・バ
ラ
ン
ス

白
石　
佐
藤
先
生
は
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
の
意
味
と
し
て
「
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
コ
ン
フ
リ
ク
ト
（
葛
藤
）
が
な
い

状
態
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
こ
の
意
味
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

佐
藤　
私
が
な
ぜ
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
な
い
状
態
」
と
言
っ

て
い
る
か
と
い
う
と
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
地
域
活

動
に
も
家
庭
生
活
に
も
自
分
の
趣
味
な

ど
に
も
、「
す
べ
て
に
つ
い
て
バ
ラ
ン
ス

よ
く
取
り
組
む
」
こ
と
だ
と
誤
解
し
た

り
、
あ
る
い
は
「
仕
事
に
は
ほ
ど
ほ
ど
に

取
り
組
む
」
こ
と
だ
と
考
え
た
り
す
る

人
が
多
い
た
め
で
す
。
こ
う
い
う
誤
解

を
解
い
て
、
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め

に
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
コ
ン
フ
リ
ク
ト

佐藤 博樹
東京大学社会科学研究所教授

い
と
い
う
、
そ
う
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
が
大
事
だ
と
思
う
人
が
増
え
て
き
た

わ
け
で
す
。

白
石　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
コ
ン
フ
リ

ク
ト
の
要
因
と
な
る
も
の
と
し
て
、
日

本
で
は
労
働
時
間
が
非
常
に
長
い
こ
と

が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
労
働
時
間
以

外
に
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
コ
ン
フ
リ
ク

リ
ク
ト
が
起
き
て
し
ま
う
。

　

そ
れ
は
典
型
的
に
は
、
夫
婦
で
仕
事

し
な
が
ら
子
育
て
も
し
た
い
と
い
う
人

で
す
が
、
仕
事
を
し
な
が
ら
社
会
人
大

学
に
行
き
た
い
人
と
か
、
し
ば
ら
く
仕

事
を
離
れ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
取

り
組
み
た
い
と
か
、
あ
る
い
は
親
の
介

護
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
仕

事
以
外
に
や
り
た
い
こ
と
、
や
ら
な
く

て
は
い
け
な
い
こ
と
が
あ
る
人
々
が
増

え
て
き
た
。
仕
事
だ
け
が
人
生
じ
ゃ
な

フ
・
バ
ラ
ン
ス
へ
の
取
り
組
み
が
重
要

と
な
っ
た
背
景
要
因
だ
と
思
い
ま
す
。

「
自
分
に
と
っ
て
仕
事
だ
け
が
生
活

で
す
」
と
い
う
人
が
多
け
れ
ば
、
仕
事

中
心
の
生
活
で
あ
っ
て
も
コ
ン
フ
リ
ク

ト
は
起
き
な
い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
仕
事
以
外
に
も
、
や
り
た
い
こ
と
、

や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
あ
る
、

と
考
え
る
人
た
ち
が
増
え
た
の
で
す
。

そ
う
い
う
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
従
来

の
仕
事
の
仕
方
や
働
き
方
だ
と
コ
ン
フ

が
な
い
状
態
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

会
社
や
上
司
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
仕
事
に
取
り
組
む
と
、
仕
事
以

外
で
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
、
や
ら
な

く
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
。
こ
れ
が
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
コ
ン

フ
リ
ク
ト
で
す
。
仕
事
だ
け
を
し
て
い

る
の
が
悪
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
本
人
が
そ
れ
で
満
足
し
て
い
て
、

コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は

そ
れ
で
い
い
こ
と
な
の
で
す
。
そ
う
い

う
意
味
で
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン

ス
と
は
、「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
コ
ン
フ

リ
ク
ト
が
な
い
状
態
」
と
定
義
し
た
ほ

う
が
わ
か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。

白
石　
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
が
、

日
本
に
お
い
て
社
会
的
な
関
心
を
持
た

れ
て
き
た
の
は
最
近
の
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
が
、
ど
う
し
て
日
本
で
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
が
今
ま
で
顕
在
化

し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

佐
藤　

最
近
、
マ
ス
コ
ミ
等
で
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
少
子
化
と
の
兼

ね
合
い
で
、
働
く
女
性
が
働
き
な
が
ら

子
育
て
し
や
す
い
よ
う
な
社
会
や
職
場

を
目
指
す
べ
き
と
い
っ
た
議
論
が
背
景

に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
少
子
化
だ
け

で
な
く
、
実
は
「
働
く
人
た
ち
が
望
ま

し
い
と
考
え
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
変

わ
っ
て
き
た
」
こ
と
が
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

仕
事
だ
け
が
人
生
じ
ゃ
な
い

と
い
う
生
き
方

管
理
職
の
無
理
解
が

コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
生
む

働
き
方
を
変
え
、地
域
社
会
を
変
え
る

白石 真澄
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ク
ト
の
状
態
と
な
る
わ
け
で
す
。

白
石　

日
本
で
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
が
進
ま
な
い
理
由
と
い
う
の
は

ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

佐
藤　
一
番
大
き
い
の
は
、
今
の
管
理

職
と
20
代
、
30
代
と
の
世
代
の
違
い
で

す
。
今
、
部
長
の
地
位
に
あ
る
人
は
１

９
８
０
年
の
少
し
前
ぐ
ら
い
入
社
、
課

長
は
80
年
代
半
ば
ぐ
ら
い
に
入
社
で
す

ね
。
企
業
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
既
婚
男

性
で
、
妻
が
働
い
て
い
る
か
ど
う
か
を

見
る
と
、
１
９
８
０
年
に
は
妻
が
専
業

主
婦
と
、
妻
が
働
い
て
い
る
人
の
比
率

は
２
対
１
ぐ
ら
い
だ
っ
た
の
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
１
９
９
０
年
ご
ろ
に
は
、
ほ

ぼ
１
対
１
ぐ
ら
い
に
な
っ
た
。
こ
の
10

年
間
の
変
化
が
す
ご
く
大
き
か
っ
た
。

今
の
部
課
長
層
が
入
っ
た
こ
ろ
、
会
社

で
は
30
代
以
上
は
ほ
と
ん
ど
男
性
だ
っ

た
。
20
代
は
女
性
が
い
る
け
れ
ど
も
、

結
婚
し
た
り
子
供
が
で
き
た
り
す
る
と

多
く
は
退
職
し
て
、
30
代
以
上
に
な

る
と
男
性
し
か
残
っ
て
い
な
い
状
況
が

あ
っ
た
の
で
す
。
管
理
職
の
配
偶
者
の

多
く
は
、
結
婚
前
は
働
い
て
い
て
も
結

婚
や
出
産
な
ど
を
契
機
に
専
業
主
婦
に

な
っ
た
人
が
多
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ

意
識
改
革
だ
け
で
は
だ
め
で
、

意
識
改
革
プ
ラ
ス
、時
間
制
約
の
社
員
を

い
か
に
効
率
的
に
働
か
せ
る
か
と
い
う
、

あ
る
い
は
、短
時
間
や
長
期
休
業
の
人
が
い
て
も

う
ま
く
職
場
が
回
る
仕
事
の
仕
方
を

管
理
職
に
教
え
な
く
て
は
い
け
な
い
。（
佐
藤
）

ト
の
要
因
と
な
る
も
の
は
あ
り
ま
す
か
。

佐
藤　
長
時
間
労
働
の
問
題
が
非
常
に

大
き
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
に
、

上
司
や
同
僚
が
自
分
の
生
き
方
、
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
と
り
方
に

つ
い
て
理
解
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
大

き
な
要
因
だ
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
妻
も
働
い
て
い
て
、
子
供
を

保
育
園
に
預
け
て
送
り
迎
え
し
な
が
ら

働
き
た
い
と
思
っ
て
、
そ
う
い
う
状
況

を
上
司
に
説
明
す
る
。
会
社
に
迷
惑

を
か
け
な
い
よ
う
に
調
整
し
な
が
ら
と

思
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
司

は
「
そ
う
い
う
こ
と
は
奥
さ
ん
が
や
る

こ
と
じ
ゃ
な
い
の
。
君
の
将
来
の
昇
進

も
か
か
っ
て
い
る
し
」
と
言
う
。
あ
る
い

は
、
実
務
経
験
で
学
ん
で
き
た
も
の
を

整
理
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
第
一
線
で
仕

事
し
た
い
と
思
っ
て
、
自
分
で
お
金
を

払
っ
て
、
週
2
日
ぐ
ら
い
夕
方
か
ら
大

学
院
へ
行
き
た
い
と
相
談
す
る
。
そ
う

す
る
と
上
司
は
「
君
、
そ
ん
な
ゆ
と
り

あ
る
仕
事
を
し
て
い
る
の
」（
笑
）。

白
石　
言
い
そ
う
で
す
ね
（
笑
）。

佐
藤　
上
司
は
、
部
下
が
就
業
時
間
後

に
大
学
院
へ
行
く
と
い
う
行
動
を
と
る

こ
と
は
仕
事
の
手
を
抜
く
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
会
社
を
辞

め
た
い
の
で
は
な
い
か
と
判
断
し
て
し

ま
う
わ
け
で
す
。
で
も
、
本
人
は
そ
う

じ
ゃ
な
い
の
で
す
。
今
後
も
仕
事
を
き

ち
っ
と
や
っ
て
い
き
た
い
か
ら
今
、
勉

強
し
た
い
。
ど
う
し
て
も
や
ら
な
く
て

は
い
け
な
い
仕
事
が
あ
る
日
ま
で
、
仕

事
を
放
り
出
し
て
大
学
院
に
行
こ
う
と

思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
が

就
業
時
間
後
に
勉
強
し
た
い
と
い
う
こ

と
を
理
解
し
て
、
多
少
で
も
仕
事
の
調

整
を
し
て
く
れ
な
い
か
な
と
思
っ
て
相

談
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
解
し
て

く
れ
な
い
。

　

上
司
か
ら
す
る
と
、
自
分
が
こ
れ
ま

で
歩
ん
で
き
た
生
活
が
唯
一
望
ま
し
い

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
な
の
で
す
。
そ
う
い

う
自
分
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
部
下

の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
評
価
し
て
し
ま

う
た
め
、
部
下
か
ら
す
る
と
上
司
が
自

分
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
理
解
し
て
く

れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
精
神
的
に
非
常

に
つ
ら
い
も
の
に
な
る
。
そ
う
い
う
上

司
の
も
と
で
仕
事
を
続
け
て
い
く
の
は
、

ま
さ
に
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
コ
ン
フ
リ

う
い
う
中
で
生
き
て
き
た
人
が
上
司
で

す
か
ら
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン

ス
な
ん
て
言
わ
れ
て
も
理
解
し
に
く
い

…
…
。

白
石　
部
長
や
課
長
に
実
感
は
な
い
で

す
ね
。

佐
藤　
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

を
支
援
す
る
こ
と
は
、
自
分
た
ち
が
た

ど
っ
て
き
た
生
活
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
こ

を
変
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
の
で

す
が
、こ
の
壁
は
非
常
に
大
き
い
で
す
ね
。

　

あ
と
も
う
一
つ
は
、
従
来
の
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
は
、
働
く
女
性
の

子
育
て
支
援
が
目
的
だ
っ
た
の
で
、
未

婚
者
か
ら
は
サ
ポ
ー
ト
さ
れ
な
い
状
況

に
あ
っ
た
。
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
と
い
っ
て
も
、
や
や
も
す
る
と
子

育
て
期
の
女
性
の
た
め
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
で
も
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
が
職
場
で
定
着
す
る
た
め
に
は

職
場
の
同
僚
の
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
な
の

で
す
。

白
石　
「
な
ん
で
、
あ
の
人
の
た
め
に
私

が
残
業
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
」
と
い
う

話
で
す
よ
ね
。

佐
藤　
「
お
互
い
様
」
と
思
え
る
こ
と
が

大
事
で
、
そ
の
た
め
に
は
、
独
身
者
や

子
供
が
い
な
い
人
も
含
め
て
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

仕
組
み
を
作
ら
な
い
限
り
、
う
ま
く
い

か
な
い
。
法
律
上
は
、
子
育
て
だ
け
で

な
く
介
護
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
だ
け
で
な
く
、
自
己
啓
発
と
か
社
会

活
動
に
対
し
て
も
、
休
業
を
認
め
る
な

ど
支
援
す
る
よ
う
に
で
き
れ
ば
、「
お
互

い
様
」
と
思
え
る
範
囲
が
広
が
る
わ
け

で
す
。
そ
う
し
な
い
と
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
の
仕
組
み
の
定
着
は
な
か
な

か
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

白
石　
よ
く
「
女
の
敵
は
女
」
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
誰
か
が
育
児
休
業
を
と
る

と
代
替
要
員
を
め
ぐ
っ
て
、
自
分
の
ポ

ス
ト
が
ね
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

か
、
一
人
休
ま
れ
る
と
一
人
あ
た
り
の
負

担
が
相
当
大
き
く
な
る
と
い
う
ふ
う
に
、

足
の
引
っ
張
り
合
い
と
い
う
の
も
実
際

に
は
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

白
石　

そ
う
な
る
と
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

制
度
で
は
な
く
、
職
場
の
環
境
を
整
え
、

管
理
職
の
意
識
を
変
え
る
こ
と
が
と
て

も
重
要
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

佐
藤　

男
性
も
子
育
て
に
関
わ
っ
て
、

夫
婦
で
子
育
て
す
る
と
い
う
こ
と
が
当

た
り
前
に
な
っ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て

育
児
休
業
を
と
る
男
性
社
員
も
出
て
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生まれ。1976年一橋大学社会学部卒
業。1981年一橋大学大学院社会学研
究科博士課程単位修得退学。同年雇
用職業総合研究所研究員。法政大学
経営学部教授などを経て、1996年より
現職。著書に『変わる働き方とキャリア・
デザイン』（編著、勁草書房、2004年）、

『男性の育児休業』（共著、中公新書、
2004年）ほか。

ワ
ー
ク・ラ
イ
フ・バ
ラ
ン
ス
が

日
本
で
進
ま
な
い
理
由

社
会
全
体
の
意
識
改
革
で

初
め
て
実
現
が
可
能
に
な
る

く
る
わ
け
で
、
制
度
が
で
き
て
い
て
も
、

男
性
で
育
児
休
業
を
と
る
人
が
増
え
な

い
の
は
社
会
や
職
場
の
意
識
が
変
わ
っ

て
い
な
い
か
ら
で
す
。
ま
だ
ま
だ
子
育

て
は
女
性
が
担
う
べ
き
と
い
う
意
識
が

非
常
に
根
強
い
の
で
す
。
男
性
も
子
育

て
に
関
わ
る
の
が
当
た
り
前
だ
と
い
う

社
会
や
職
場
に
変
え
て
い
く
こ
と
が
課

題
で
す
。

白
石　

妻
の
ほ
う
も
、
や
っ
ぱ
り
子
育

て
は
自
分
が
や
る
と
い
う
意
識
が
相
当

強
く
て
、
こ
の
人
に
迷
惑
を
か
け
る
と

女
と
し
て
の
メ
ン
ツ
が
立
た
な
い
み
た

い
に
思
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
ね
。

佐
藤　
私
は
男
性
社
員
に
対
し
て
、「
子

供
の
た
め
に
育
児
休
業
を
と
る
な
ん
て

言
わ
な
い
で
、
妻
の
た
め
に
と
れ
」
と

言
っ
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
妻

が
仕
事
に
復
帰
す
る
時
期
は
、
非
常

に
大
変
な
状
況
に
あ
る
か
ら
で
す
。
フ

ル
タ
イ
ム
で
子
育
て
を
し
て
い
た
人
が
、

短
時
間
勤
務
で
あ
っ
て
も
仕
事
メ
イ
ン

の
生
活
に
戻
る
わ
け
で
す
。
お
子
さ
ん

に
つ
い
て
は
慣
ら
し
保
育
な
ど
で
心
配

な
時
期
で
あ
る
一
方
、
育
児
休
業
で
長

期
に
仕
事
を
離
れ
て
い
た
人
が
仕
事
に

戻
る
わ
け
で
す
か
ら
、
仕
事
に
慣
れ
る

に
も
大
変
で
、
ス
ト
レ
ス
に
な
る
。
そ

の
と
き
に
夫
が
育
児
休
業
を
と
れ
ば
、

妻
が
安
心
し
て
仕
事
に
復
帰
す
る
こ
と
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白
石　
一
人
二
役
、
三
役
、
四
役
と
い

う
こ
と
で
す
よ
ね
。

佐
藤　
そ
う
そ
う
。
働
き
方
を
変
え
る

だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
実
は
日
本
の
社
会

の
あ
り
方
を
変
え
、
持
続
可
能
な
社
会

に
し
て
い
く
の
が
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
な
の
で
す
。

白
石　
そ
う
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
が

対
象
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
も
の
ね
。

佐
藤　
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
し

な
い
と
企
業
も
存
続
で
き
な
い
と
言
っ

た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う

か
。

（
２
０
０
７
年
５
月
21
日
実
施
）

を
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
。
こ
の
ほ
う
が
わ

か
り
や
す
い
。

　

男
性
の
子
育
て
と
い
っ
た
と
き
に
、

企
業
は
自
社
の
男
性
社
員
だ
け
を
考
え

て
は
だ
め
な
の
で
す
。
自
社
の
女
性
社

員
の
夫
の
子
育
て
へ
の
関
わ
り
が
実
は

重
要
な
の
で
す
。
例
え
ば
、
自
社
の
女

性
社
員
が
育
児
休
業
を
と
っ
て
か
ら
職

場
に
復
帰
す
る
と
き
に
、
そ
の
夫
が
育

児
休
業
を
と
っ
て
く
れ
た
ら
、
い
か
に

そ
の
女
性
社
員
の
職
場
復
帰
が
円
滑
に

で
き
る
か
、
こ
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
る

は
ず
で
す
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
自
社
の

男
性
社
員
の
育
児
休
業
取
得
な
ど
子
育

て
支
援
の
重
要
性
が
企
業
と
し
て
も
理

解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

白
石　
経
済
界
全
体
で
見
れ
ば
、
お
互

い
様
が
循
環
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で

す
よ
ね
。
自
分
の
と
こ
ろ
で
き
ち
ん
と

や
れ
ば
、
他
社
で
も
き
ち
ん
と
や
っ
て

く
れ
る
。

佐
藤　
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
、
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
は
、
一
社
だ
け
取
り

組
ん
で
も
だ
め
な
の
で
す
。
通
常
、
女

性
社
員
の
夫
は
他
社
に
勤
務
し
て
い
る

わ
け
で
す
。
自
社
の
女
性
社
員
が
働
き

な
が
ら
子
育
て
し
や
す
い
職
場
作
り
に
、

一
社
だ
け
で
取
り
組
ん
で
も
、
そ
の
夫

が
残
業
ば
か
り
し
て
子
育
て
に
一
切
関

わ
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
へ
の
取
り
組
み
を
特
定
の
企

業
だ
け
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ

の
持
続
が
難
し
く
な
り
ま
す
。
企
業
間

の
不
公
正
競
争
と
も
言
え
ま
す
。

白
石　

こ
れ
か
ら
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
を
さ
ら
に
推
進
す
る
た
め
の

ポ
イ
ン
ト
は
何
で
し
ょ
う
か
。

佐
藤　
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
仕
事
の
仕

方
と
か
時
間
管
理
の
仕
方
を
見
直
す
こ

と
が
重
要
で
す
。
企
業
と
し
て
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
へ
の
取
り
組
み
が

必
要
と
な
っ
た
の
は
、
仕
事
に
投
入
で

き
る
時
間
に
制
約
の
あ
る
社
員
が
増

え
て
き
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
従
来
と

は
異
な
り
い
つ
で
も
残
業
で
き
る
、
い

つ
で
も
休
日
出
勤
で
き
る
と
い
う
社
員

ば
か
り
で
な
い
わ
け
で
す
。
管
理
職
は
、

社
員
の
時
間
制
約
を
前
提
と
し
た
仕
事

の
仕
方
、
そ
れ
を
想
定
し
た
仕
事
の
与

え
方
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
く
て
は
い

け
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
ホ
ワ
イ

ト
カ
ラ
ー
は
定
時
ま
で
に
仕
事
を
終
わ

ら
せ
る
と
い
う
仕
事
の
仕
方
を
し
て
こ

な
か
っ
た
し
、
管
理
職
も
部
下
に
残
業

を
さ
せ
な
い
で
仕
事
を
さ
せ
る
こ
と
を

し
て
き
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
こ
か
ら

変
え
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。

白
石　
管
理
職
は
そ
う
い
う
こ
と
が
起

き
て
も
職
場
が
回
る
よ
う
に
し
な
く
て

は
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
意
識
か
ら
持
っ

て
い
く
と
い
う
の
は
い
い
で
す
ね
。

佐
藤　

時
間
制
約
の
あ
る
社
員
の
活

用
が
で
き
れ
ば
、
職
場
の
リ
ス
ク
管
理

に
な
り
ま
す
。
育
児
も
介
護
も
含
め

て
、
職
場
の
誰
か
が
抜
け
た
り
、
短
時

間
勤
務
に
な
っ
た
り
す
る
の
は
当
た
り

前
だ
と
い
う
前
提
で
、
管
理
職
が
仕
事

の
仕
方
を
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
時

代
だ
と
思
い
ま
す
。
時
間
制
約
の
あ
る

前
提
で
仕
事
の
仕
方
を
見
直
す
と
、
時

間
を
効
率
的
に
使
う
と
い
う
こ
と
に
つ

な
が
っ
て
き
ま
す
。
時
間
は
有
限
な
資

源
と
い
う
自
覚
を
持
つ
べ
き
な
の
で
す
。

使
え
る
時
間
を
前
提
に
、
そ
の
時
間
を

ど
れ
に
優
先
的
に
ど
の
仕
事
に
割
く

か
と
考
え
る
と
、
無
駄
な
仕
事
が
わ
か

る
わ
け
で
す
。
日
本
の
会
社
は
こ
れ
ま

で
、
こ
れ
を
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
私
は
、

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
へ
の
取

り
組
み
は
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
仕
事

の
効
率
化
の
チ
ャ
ン
ス
じ
ゃ
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

白
石　
制
度
が
先
行
す
る
と
個
人
の
働

き
方
が
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
ね
。

佐
藤　
日
本
の
生
産
現
場
が
ど
う
や
っ

て
効
率
を
上
げ
て
き
た
の
か
を
考
え

る
と
、
そ
の
一
つ
の
方
法
は
、
工
程
と

工
程
の
間
の
中
間
在
庫
を
持
た
な
い
こ

と
、
ス
ト
ッ
ク
レ
ス
で
す
。
そ
う
す
る
と
、

い
く
た
め
に
は
、
企
業
だ
け
が
働
く
人

の
時
間
の
す
べ
て
を
使
っ
て
い
る
と
い

う
構
造
を
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
だ
か
ら
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
と
い
う
の
は
、
家
族
の
あ
り
方
、

地
域
の
あ
り
方
を
変
え
る
こ
と
に
つ
な

が
る
の
で
す
。
働
い
て
い
る
人
が
、
家

庭
を
作
っ
て
い
け
る
し
、
地
域
の
活
動

を
担
え
る
と
い
う
社
会
に
変
わ
る
。
そ

う
す
る
と
、
専
業
主
婦
が
働
き
に
出
る

こ
と
も
で
き
る
し
、
専
業
主
婦
の
社
会

活
動
の
あ
り
方
も
変
わ
っ
て
く
る
。
働

く
人
も
地
域
の
活
動
の
担
い
手
に
な
り
、

そ
う
い
う
意
味
で
日
本
の
社
会
の
あ
り

方
を
変
え
る
こ
と
に
な
る
。

白石 真澄（しらいし・ますみ）
関西大学政策創造学部教授。大阪生まれ。㈱ニッセイ基礎研究所社会研究部門主任
研究員、東洋大学経済学部教授を経て本年より現職。少子・高齢化・バリアフリーの
街づくりを中心に調査・研究を行うなど、幅広い分野で積極的に発言している。大学の
授業では社会保障を担当し、学生とともに現場に出かける実践教育を重視。

効率化してから残業を減らすのではなくて、
残業しないことを先に決めたほうが結果的に
仕事を見直すことになりますね。（白石）

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
場
合
に
は
、
原
因

を
徹
底
的
に
追
究
し
、
二
度
と
同
じ
問

題
が
起
き
な
い
よ
う
に
原
因
を
つ
ぶ
す

動
機
づ
け
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
工
程
で

の
品
質
の
作
り
込
み
で
す
。
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
生
産
性
を
上
げ
た
り
品

質
を
改
善
し
た
り
し
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

日
本
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
場
合
は

残
業
と
い
う
在
庫
を
持
っ
て
い
る
。
生

産
現
場
に
中
間
在
庫
を
持
た
せ
な
い
の

と
同
じ
発
想
で
、
残
業
を
さ
せ
な
い
と

い
う
決
断
を
し
た
ほ
う
が
、
仕
事
の
仕

方
な
ど
の
問
題
点
を
表
面
化
で
き
る
は

ず
で
す
。
だ
か
ら
、
ま
ず
制
度
を
変
え

な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。

白
石　
効
率
化
し
て
か
ら
残
業
を
減
ら

す
の
で
は
な
く
て
、
残
業
し
な
い
こ
と

を
先
に
決
め
た
ほ
う
が
結
果
的
に
仕
事

を
見
直
す
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

佐
藤　
同
時
に
あ
る
人
が
休
ん
で
も
周

り
が
フ
ォ
ロ
ー
で
き
る
体
制
を
作
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
こ
の
仕
事
は

こ
の
人
し
か
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

は
困
る
。
日
ご
ろ
か
ら
あ
る
程
度
、
お

互
い
の
仕
事
を
カ
バ
ー
し
合
え
る
よ
う

に
情
報
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
事

で
す
。
さ
ら
に
、
休
業
な
ど
が
生
じ
た

場
合
、
休
業
を
取
得
し
た
Ａ
さ
ん
の
仕

事
を
Ｂ
さ
ん
に
振
る
場
合
は
、
Ｂ
さ
ん

に
気
持
ち
よ
く
受
け
て
も
ら
う
た
め
に

は
ど
う
す
る
の
か
を
考
え
て
お
く
必
要

日
本
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の

仕
事
効
率
化
の
チ
ャ
ン
ス

が
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合
に
、「
Ｂ
さ
ん

も
介
護
で
休
み
を
取
る
可
能
性
が
あ

る
ん
だ
か
ら
」
と
い
う
説
明
も
あ
る
け

れ
ど
も
、
Ａ
さ
ん
の
仕
事
を
引
き
受
け

た
Ｂ
さ
ん
に
と
っ
て
そ
の
仕
事
を
担
う

こ
と
が
プ
ラ
ス
に
な
る
よ
う
に
考
え
る
。

例
え
ば
、
能
力
開
発
の
機
会
と
な
る
人

に
Ａ
さ
ん
の
仕
事
を
割
り
振
る
わ
け
で

す
。
つ
ま
り
ど
う
い
う
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

を
す
る
か
、
き
ち
っ
と
管
理
職
を
訓
練

し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
し
か
も
そ
れ

を
評
価
す
る
と
い
う
仕
組
み
に
し
な
い

と
。

　

だ
か
ら
、
制
度
を
導
入
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
制
度
が
う
ま
く
い
く
よ
う
な

現
場
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
定
着
さ
せ
る

こ
と
が
大
事
で
す
。
意
識
改
革
だ
け
で

は
だ
め
で
、
意
識
改
革
プ
ラ
ス
、
時
間

制
約
の
社
員
を
い
か
に
効
率
的
に
働
か

せ
る
か
と
い
う
、
あ
る
い
は
、
短
時
間

や
長
期
休
業
の
人
が
い
て
も
う
ま
く
職

場
が
回
る
仕
事
の
仕
方
や
管
理
の
仕
方

を
管
理
職
に
教
え
な
く
て
は
い
け
な
い
。

白
石　
残
業
を
し
な
い
で
働
く
と
多
分
、

重
要
度
の
低
い
仕
事
か
ら
自
然
に
淘
汰

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

佐
藤　
そ
れ
が
生
産
性
を
上
げ
る
こ
と

に
つ
な
が
る
わ
け
な
ん
で
す
。
大
事
な

仕
事
を
や
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
。
全
部

や
る
の
で
は
な
く
て
、
必
要
性
の
低
い

仕
事
を
切
っ
て
、
必
要
性
の
高
い
仕
事

を
優
先
し
て
処
理
す
る
と
い
う
よ
う
に

し
な
い
限
り
、
絶
対
生
産
性
は
上
が
ら

な
い
わ
け
で
す
か
ら
ね
。

佐
藤　

実
は
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
の
実
現
へ
の
取
り
組
み
は
、
日
本

の
社
会
の
あ
り
方
を
変
え
る
こ
と
に
な

る
。
極
端
な
こ
と
を
言
う
と
、
今
は
働

く
人
た
ち
が
家
と
か
地
域
に
い
な
く
て
、

高
齢
者
と
専
業
主
婦
し
か
い
な
い
。
今

の
ま
ま
だ
と
家
族
も
地
域
も
も
た
な

い
。
日
本
社
会
が
こ
れ
か
ら
持
続
し
て

ワ
ー
ク・ラ
イ
フ・バ
ラ
ン
ス
が

持
続
可
能
な
社
会
を
作
る
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樋口 美雄
（ひぐち・よしお）

慶應義塾大学商学部教授。1975年
慶應義塾大学商学部卒業、1980年
同大学院商学研究科博士課程修了。
1985-1987年コロンビア大学経済
学部客員研究員を経て、1991年よ
り現職。1993年より一橋大学経済
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HIGUCHI Yoshio

秀
な
人
材
を
採
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　

そ
の
会
社
の
経
営
者
は
「
し
き
た
り

や
慣
習
に
基
づ
い
て
長
時
間
働
く
の
が

当
然
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
経
営
者
と

し
て
働
き
方
を
改
革
す
る
こ
と
も
、
企

業
業
績
の
向
上
に
つ
な
が
る
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
り
、
新
製
品
の
開
発
と
同

じ
だ
」
と
い
う
。

　

新
製
品
開
発
と
働
き
方
の
改
革
に

共
通
す
る
点
は
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
は

な
か
な
か
実
現
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

経
営
ト
ッ
プ
の
判
断
、
意
思
決
定
が
な

く
て
は
実
現
で
き
な
い
。

　

日
本
で
は
、
何
と
な
く
長
時
間
働
く

こ
と
が
業
績
に
つ
な
が
る
と
い
う
、
検

証
さ
れ
て
い
な
い
神
話
が
あ
る
。
時
間

を
短
く
し
て
、
残
業
し
な
い
で
い
い
と

な
っ
た
途
端
に
、
業
績
が
悪
く
な
り
、

コ
ス
ト
ば
か
り
が
か
さ
む
と
思
っ
て
い

る
経
営
者
た
ち
が
多
い
が
、
21
世
紀
の

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
仕
事
で
も
そ
う
な

の
か
は
、
本
当
の
と
こ
ろ
、
確
か
め
ら

れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
に
経
営
者

と
し
て
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
な
の
だ
。
ま
た
、

仕
事
と
暮
ら
し
の
両
立
支
援
は
コ
ス
ト

を
引
き
上
げ
、
企
業
の
競
争
力
を
失
わ

せ
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
声
が

あ
る
。
今
ま
で
長
時
間
働
い
て
き
た
し
、

生
産
現
場
で
は
そ
れ
で
成
功
し
て
き
た

と
い
う
成
功
体
験
は
な
か
な
か
払
拭
で

き
な
い
。
だ
が
、
労
働
時
間
を
短
く
す

る
と
、
企
業
収
益
が
下
が
る
と
い
う
の

は
本
当
な
の
か
。

　

フ
ラ
ン
ス
人
と
日
本
人
を
比
較
す
る

と
、
労
働
時
間
は
日
本
の
ほ
う
が
は
る

か
に
長
い
が
、
一
人
あ
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を

見
る
と
ほ
と
ん
ど
差
は
な
く
、
時
間
あ

た
り
生
産
性
で
考
え
る
と
、
フ
ラ
ン
ス

の
ほ
う
が
高
い
。
時
間
あ
た
り
生
産
性

に
注
目
す
る
こ
と
で
、
企
業
は
効
率
的

に
付
加
価
値
を
高
め
る
一
方
、
残
業
代

や
光
熱
費
と
い
っ
た
無
駄
を
省
い
て
い

く
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
働

き
方
が
時
代
の
要
請
、
環
境
の
変
化
に

対
応
し
て
い
る
の
か
を
も
う
一
度
考
え

直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
時
代
に
な
っ
て
い

る
。

　

経
営
側
の
改
革
だ
け
で
な
く
、
同

時
に
働
い
て
い
る
人
た
ち
の
意
識
改
革
、

家
庭
の
意
識
改
革
、
地
域
の
意
識
改

革
も
重
要
な
問
題
だ
。
男
が
外
で
働
い

て
女
性
が
家
庭
を
守
る
と
い
う
性
別
役

割
分
担
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
限
り
は
、

状
況
は
変
わ
ら
な
い
。
会
社
に
よ
る
生

活
保
障
を
や
め
て
、
む
し
ろ
自
己
選
択
・

自
己
責
任
の
追
求
に
移
行
し
て
い
く
以

上
は
、
そ
の
考
え
方
自
身
を
見
直
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
男
性
の
給
与
が
年

功
的
に
上
が
っ
て
い
く
時
代
は
終
わ
っ

た
。
少
子
高
齢
化
社
会
で
は
男
性
も
家

庭
を
考
え
、
女
性
も
所
得
を
稼
ぐ
と
い

う
こ
と
も
、
あ
る
い
は
労
働
者
の
年
齢

に
と
ら
わ
れ
な
い
就
労
を
進
め
て
い
く

こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
考

え
る
こ
と
は
、
働
き
方
の
見
直
し
の
契

機
に
な
り
、
労
働
生
産
性
の
高
い
、
強

靱
な
企
業
を
作
る
ベ
ー
ス
に
な
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
人
口
減
少
時
代
に
お
い
て

も
、
個
人
が
意
欲
と
能
力
を
発
揮
で
き

る
活
力
あ
る
企
業
や
社
会
を
構
築
す
る

こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。

樋口 美雄

多
い
。
集
団
的
に
働
く
と
い
う
慣
行
で
、

不
要
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
場
合
が
多

く
、
仕
事
量
は
多
い
が
付
加
価
値
に
つ

な
が
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

日
本
の
あ
る
大
手
メ
ー
カ
ー
で
、
一

日
の
仕
事
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
ホ
ワ

イ
ト
カ
ラ
ー
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
せ
た

と
こ
ろ
、
約
三
割
が
余
計
な
こ
と
で
、

そ
れ
が
残
業
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
い

う
レ
ポ
ー
ト
が
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
で
の
仕

事
の
あ
り
方
が
、
会
社
が
労
働
者
を
拘

束
す
る
か
わ
り
に
生
活
を
保
障
す
る
と

い
う
形
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
は
生
産

性
と
い
う
と
“
一
人
あ
た
り
生
産
性
”
を

意
味
し
て
い
た
。
残
業
を
や
っ
て
労
働

時
間
が
長
け
れ
ば
、
一
人
あ
た
り
生
産

性
は
上
が
る
が
、
そ
の
労
働
者
は
会
社

に
拘
束
さ
れ
た
状
態
で
、
自
由
な
私
生

活
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
結
果
的
に
女
性
を
は

じ
め
と
す
る
“
時
間
に
制
限
の
あ
る
人

た
ち
”
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が

生
じ
て
い
た
。

　

よ
り
多
く
の
人
に
柔
軟
な
労
働
環
境

を
与
え
る
た
め
に
は
、
今
後
は
“
時
間

あ
た
り
生
産
性
”
に
注
目
し
て
い
く
べ

き
だ
。
一
人
あ
た
り
生
産
性
で
は
、
長

い
時
間
働
い
て
く
れ
れ
ば
、
あ
る
程
度

不
要
な
仕
事
を
や
っ
て
い
て
も
仕
方
が

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
時
間
あ

た
り
生
産
性
で
は
、
極
力
無
駄
な
こ
と

を
省
き
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

別
の
大
手
企
業
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
を

使
っ
て
週
に
一
日
在
宅
就
労
を
認
め
る

と
い
う
実
験
を
や
っ
た
。
実
際
に
体
験

し
た
従
業
員
と
、そ
の
上
司
に
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
事
前
に
は

通
勤
時
間
の
削
減
が
最
大
の
プ
ラ
ス
と

想
定
し
て
い
た
が
、
意
に
反
し
最
大
の

成
果
は
本
人
、
上
司
と
も
「
生
産
性
が

上
が
っ
た
」
と
い
う
答
え
で
あ
っ
た
。
そ

の
理
由
は
、
在
宅
就
労
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
と
仕
事
内
容
を
一
か
月
前
に
申
告
す

る
の
で
、
仕
事
を
計
画
的
に
進
め
る
と

い
う
癖
が
つ
き
、
生
産
現
場
と
同
じ
よ

う
に
計
画
的
な
仕
事
の
進
め
方
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
労
働
生
産
性
の
向
上

に
つ
な
が
っ
た
わ
け
だ
。

　

ま
た
、
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
係
の

中
小
企
業
で
は
正
社
員
・
非
正
社
員
と

い
う
垣
根
を
撤
廃
し
、
三
年
間
か
け
て

非
正
社
員
の
時
給
を
引
き
上
げ
、
同
じ

職
業
能
力
で
あ
れ
ば
、
時
間
給
換
算
で

正
社
員
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
時
給
を
払
う

こ
と
に
し
、
事
前
に
自
分
の
希
望
で
働

く
時
間
を
提
出
し
、
一
時
帰
宅
な
ど
も

認
め
る
「
自
由
出
勤
制
度
」
を
導
入
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
時
間
あ
た
り
の
生
産

性
が
高
ま
っ
た
が
、
よ
り
大
き
な
成
果

と
し
て
大
手
企
業
で
訓
練
を
受
け
た
優

「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
が
日

本
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景

に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
一
つ
は
人
口

の
少
子
高
齢
化
と
、
そ
れ
に
伴
う
労
働

力
の
減
少
。
も
う
一
つ
は
非
正
社
員
や

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
増
加
と
、
そ

れ
に
伴
う
社
会
的
な
所
得
格
差
、
正
社

員
の
長
時
間
労
働
と
い
う
労
働
市
場
の

ゆ
が
み
が
生
じ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
れ

ら
二
つ
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
現

在
の
画
一
的
な
労
働
時
間
管
理
が
見
直

さ
れ
、
女
性
や
高
齢
者
を
含
め
た
個
人

の
望
む
働
き
方
が
認
め
ら
れ
る
柔
軟
な

労
働
管
理
に
切
り
替
え
て
い
く
こ
と
が

重
要
だ
。

「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
す
な

わ
ち
「
仕
事
と
生
活
の
調
和
」
は
、
職
場

に
お
け
る
働
き
方
や
仕
事
の
進
め
方
を

見
直
し
、
成
果
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も

に
、
企
業
に
と
っ
て
も
、
個
人
に
と
っ

て
も
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
目
標

で
あ
る
「
個
人
の
私
生
活
を
充
実
さ
せ

る
」
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
の
大
切
さ

を
主
張
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

　

日
本
は
こ
れ
ま
で
生
産
部
門
の
生
産

性
が
高
い
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
一
方

で
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
生
産
性
は
低
い
。

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
が
本
当
に
必
要
な
仕

事
を
効
率
よ
く
や
っ
て
い
る
の
か
、
仕

事
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
づ
け
が
で
き
て

い
る
の
か
を
考
え
る
と
疑
問
な
部
分
が

ワーク・ライフ・バランスで
活力ある企業を作る
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も
、
別
の
仕
事
を
増
や
し
て
は
元
も
子

も
な
い
。「
長
く
働
く
こ
と
が
よ
い
こ
と

だ
」
と
い
う
意
識
を
変
え
て
い
く
こ
と

や
、
そ
れ
が
奨
励
さ
れ
る
職
場
風
土
を

見
直
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
、
働
き
方
の
多
様
化
を

進
め
る
と
と
も
に
、
長
時
間
労
働
を
醸

成
し
て
い
る
企
業
風
土
や
従
業
員
の
意

識
を
変
え
て
い
く
こ
と
も
重
要
に
な
っ

て
い
る
。
日
本
の
社
会
で
は
「
長
く
働

く
こ
と
が
よ
い
こ
と
だ
」
と
い
う
意
識

が
ま
だ
ま
だ
根
強
い
。
そ
う
い
っ
た
意

識
を
変
え
な
い
と
、
多
様
な
働
き
方
は

根
づ
か
な
い
。
さ
ら
に
、
報
酬
制
度
も

年
功
的
な
制
度
か
ら
成
果
を
よ
り
重
視

し
た
も
の
に
変
え
て
い
く
こ
と
が
必
要

に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
社
会
を
日
本
で
実
現
す
る
に
あ

た
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
実
行

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
ト
ッ
プ
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
だ

ろ
う
。
時
代
の
変
化
の
方
向
を
理
解
し
、

従
業
員
の
ニ
ー
ズ
を
汲
み
、
社
員
の
や

る
気
を
引
き
出
す
た
め
に
、
こ
の
よ
う

な
試
み
が
必
要
だ
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を

ト
ッ
プ
が
持
つ
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
会
社
は
、
仕
事
の
や
り
方
を
見

直
し
、
無
駄
を
省
き
、
よ
り
効
率
的
に

働
け
る
職
場
環
境
を
整
え
、
働
き
方
の

多
様
化
を
進
め
る
だ
け
で
な
く
、
従
業

員
の
意
識
改
革
に
も
積
極
的
に
取
り
組

む
必
要
が
あ
る
。

　

日
本
の
社
会
の
「
長
く
働
く
こ
と
が

よ
い
こ
と
だ
」
と
い
う
意
識
を
変
え
な
い

と
、
制
度
が
あ
っ
て
も
活
用
す
る
こ
と

を
躊
躇
す
る
人
が
増
え
て
し
ま
う
。

　

さ
ら
に
、
報
酬
制
度
も
年
功
的
な
制

度
か
ら
、
成
果
を
よ
り
重
視
し
た
も
の

に
変
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
い

る
。

　

個
人
の
意
識
も
変
わ
っ
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
よ
り
主
体
的
に
生
き
、
自
分

の
人
生
に
責
任
を
も
ち
、長
期
に
わ
た
っ

て
ス
キ
ル
を
磨
き
自
分
を
成
長
さ
せ
て

い
く
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
の
ビ
ジ
ョ
ン
を

も
つ
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
仕

事
に
使
う
時
間
以
外
に
、
健
康
管
理
、

自
分
を
磨
く
自
己
啓
発
、
よ
い
人
間
関

係
を
築
く
努
力
、
社
会
貢
献
と
い
っ
た

社
会
的
な
視
点
を
も
つ
努
力
な
ど
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

　

日
本
で
は
、
正
社
員
と
非
正
社
員
と

の
間
で
処
遇
や
社
会
保
険
の
適
用
に
お

け
る
差
が
大
き
い
。
社
会
保
険
に
お
い

て
は
雇
用
形
態
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず

適
用
さ
れ
る
制
度
に
改
め
る
こ
と
。
ま

た
、
正
社
員
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
処

遇
の
均
衡
に
配
慮
し
、
同
じ
仕
事
に
対

し
て
は
同
じ
賃
金
を
支
払
う
均
等
待
遇

を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
様
な

働
き
方
の
選
択
肢
が
す
べ
て
の
労
働
者

に
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
環
境
を
整
え
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

れ
で
も
２
０
１
２
年
ま
で
に
６
０
０
万

人
の
知
識
労
働
者
が
引
退
す
る
と
推
計

さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
夫
婦
と
も
に
フ
ル
タ
イ
ム
で

働
き
、
子
育
て
を
し
て
い
る
世
帯
が
ふ

え
、
仕
事
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が

深
刻
な
問
題
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
ス
ロ
ー
ン
財
団
が
バ
ッ
ク
に
な
っ

て
、N

ational W
orkplace Flexibility 

Initiative

と
い
う
運
動
を
立
ち
上
げ
た
。

２
０
１
０
年
を
目
標
に
、
政
労
使
の
３

者
の
協
力
に
よ
り
、
働
き
方
を
見
直
し
、

職
場
に
お
い
て
働
き
方
の
選
択
肢
を
増

や
す
試
み
が
始
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な

制
度
の
導
入
を
目
指
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。

① 

家
族
の
病
気
や
子
供
の
学
校
の
行
事

な
ど
に
出
席
す
る
た
め
の
休
暇
の
取

得
。

② 

週
40
時
間
の
フ
ル
タ
イ
ム
の
仕
事
の

時
間
配
分
や
仕
事
の
場
所
を
自
由
に

選
択
で
き
る
こ
と
。

③ 
通
年
勤
務
で
週
40
時
間
と
い
う
フ
ル

タ
イ
ム
就
労
よ
り
も
短
い
時
間
勤
務

を
す
る
勤
務
形
態
を
選
択
で
き
る
。

④ 

育
児
や
介
護
の
た
め
の
休
業
制
度

（
一
部
の
労
働
者
に
は
す
で
に
権
利
と

し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
）。

⑤ 

い
っ
た
ん
仕
事
を
辞
め
た
労
働
者
が

同
じ
職
場
に
退
職
前
と
同
じ
労
働
条

件
や
処
遇
で
再
度
就
職
で
き
る
仕
組

み
。

　

な
ど
が
、
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
が
注

目
さ
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
は
、
そ
れ
が

職
場
の
生
産
性
を
上
げ
た
り
企
業
業
績

を
上
げ
た
り
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

た
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス

の
調
査
に
よ
る
と
、
そ
の
制
度
を
利
用

し
た
50
％
が
ハ
ッ
ピ
ー
に
な
っ
た
、
職

場
で
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
向
上
し
た

（
21
％
）、
従
業
員
の
定
着
率
が
高
ま
っ

た
（
38
％
）
と
い
う
効
果
が
現
れ
て
い
る
。

　

こ
う
い
っ
た
目
に
見
え
る
効
果
に
対

し
て
、
実
施
に
は
ほ
と
ん
ど
コ
ス
ト
が

か
か
ら
な
い
。
ま
た
、
同
じ
仕
事
を
短

い
時
間
で
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な

り
、
仕
事
の
や
り
方
や
個
人
個
人
の
仕

事
の
役
割
分
担
を
見
直
す
き
っ
か
け
に

な
っ
て
い
る
。

　

逆
に
い
え
ば
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、

仕
事
の
や
り
方
や
配
分
を
見
直
し
た
と

こ
ろ
で
導
入
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

ま
た
、
仕
事
を
効
率
よ
く
や
っ
て

　

な
ぜ
私
生
活
の
充
実
が
日
本
の
社
会

で
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
き
た
の
だ

ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
こ
れ
か
ら
先
、
労
働
人
口
が

減
少
し
、
男
性
も
女
性
も
働
き
な
が
ら

子
育
て
や
老
親
の
介
護
を
す
る
時
代
に

な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は

時
代
の
変
化
だ
。
も
の
づ
く
り
社
会

か
ら
情
報
や
知
識
を
使
っ
て
仕
事
を
す

る
ポ
ス
ト
工
業
時
代
に
な
っ
て
、
長
い

間
働
く
こ
と
よ
り
も
、
効
率
よ
く
働
き
、

ス
ト
レ
ス
を
減
ら
す
こ
と
で
発
想
力
を

高
め
る
時
代
が
き
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
で
は
、
生
活

者
の
視
点
が
仕
事
に
大
き
く
生
き
る
時

代
に
な
っ
た
。
仕
事
と
生
活
の
境
界
線

が
薄
れ
、
生
活
の
充
実
が
仕
事
に
、
仕

事
の
充
実
が
生
活
に
生
き
る
時
代
に

な
っ
て
き
た
の
だ
。
こ
の
両
者
を
充
実

さ
せ
る
こ
と
で
相
乗
効
果
が
生
み
出
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

シ
ナ
ジ
ー
を
生
み
出
し
、
経
済
の
豊
か

さ
が
生
活
の
豊
か
さ
に
つ
な
が
る
社
会

を
21
世
紀
に
目
指
そ
う
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

日
本
と
同
じ
よ
う
な
課
題
に
直
面
し

て
い
る
国
が
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
高
齢

化
の
進
展
は
日
本
よ
り
も
遅
い
が
、
そ

大沢 真知子
（おおさわ・まちこ）

日本女子大学教授、放送大学客員
教授。イー・ウーマン サーベイキャ
スター。南イリノイ大学経済学部博
士課程修了。Ph. D（経済学）。シカゴ
大学ヒューレット・フェロー、ミシガン
大学助教授、亜細亜大学助教授を
経て、現在日本女子大学人間社会
学部現代社会学科教授。放送大学
客員教授。専門は労働経済学。内閣
府の少子化と男女共同参画に関する
専門調査会など政府委員を多数務
める。最近の研究テーマは、ワーク・
ライフ・バランスを日本の社会でどう
実現していくかについて。主な著書は

『経済変化と女子労働』（日本経済
評論社、1993年）、『新しい家族のた
めの経済学』（中央公論新社、1998
年）、『働き方の未来　非典型労働の
日米欧比較』（編著、日本労働研究
機構、2003年）など多数。新著として、

『ワーク・ライフ・バランス社会へ』（岩
波書店、2006年）、『21世紀の女性
と仕事』（共著、日本放送出版協会、
2006年）などがある。

ワーク・ライフ・バランス社会の
実現に向けて

大沢 真知子

働
き
方
の
選
択
肢
を
増
や
す

企
業
風
土
を
変
え
る

ワ
ー
ク・ラ
イ
フ・バ
ラ
ン
ス
の
職
場
へ
の
影
響

仕
事
の
や
り
方
を
見
直
す

職
場
の
環
境
整
備

個
人
の
意
識
変
化

社
会
環
境
の
変
化
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人
も
い
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、「
ラ
イ
フ
」

を
大
事
に
し
た
い
、
仕
事
は
そ
の
た
め

の
手
段
と
考
え
る
人
も
い
る
。
一
人
の

中
で
も
、
ラ
イ
フ
・
ス
テ
ー
ジ
や
置
か

れ
た
状
況
に
応
じ
て
働
き
方
の
希
望
は

変
動
す
る
。
就
業
意
識
の
分
散
が
大
き

く
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
提

供
さ
れ
る
働
き
方
が
働
く
人
の
多
様
性

に
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
働
く
人

の
不
満
は
募
る
ば
か
り
で
あ
る
。
不
満

を
抱
え
た
従
業
員
が
多
く
な
れ
ば
組
織

の
活
力
が
低
下
し
、
ひ
い
て
は
社
会
の

活
力
が
低
下
す
る
。
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
政
策
の
意
義
は
、
こ
う
し
た

現
状
を
放
置
す
る
こ
と
に
よ
る
働
く
人

の
モ
ラ
ー
ル
ダ
ウ
ン
や
組
織
の
活
力
の

低
下
、
そ
れ
に
起
因
す
る
問
題
の
大
き

さ
に
あ
る
。
実
際
に
、
自
分
の
勤
め
先

が
仕
事
と
生
活
の
両
立
に
配
慮
し
て
い

る
会
社
だ
と
感
じ
る
従
業
員
は
、
仕
事

へ
の
や
り
が
い
感
や
職
場
へ
の
満
足
度

が
高
い
と
い
う
関
係
が
み
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
経
済
や
技
術
の
発
展
が
、

労
働
時
間
の
短
縮
に
向
か
わ
ず
に
、
む

し
ろ
経
済
的
な
豊
か
さ
や
便
利
さ
を
求

め
る
社
会
の
中
で
効
率
性
が
追
求
さ
れ
、

労
働
が
強
化
さ
れ
る
事
態
に
至
っ
て
き

た
と
い
う
社
会
の
大
き
な
変
動
も
見
逃

せ
な
い
。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
労
働
長

官
だ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・Ｂ
・
ラ
イ
シ
ュ
氏
が
、

『
勝
者
の
代
償
』
と
い
う
本
で
、
ニ
ュ
ー

エ
コ
ノ
ミ
ー
の
進
展
が
、
勝
者
に
は
富

を
も
た
ら
し
た
が
、
反
面
で
家
族
や
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
か
か
わ
り
を
希
薄
に

し
た
こ
と
へ
の
問
題
指
摘
を
行
っ
て
い

る
。
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の

必
要
性
は
、
働
く
人
の
自
己
主
張
や
わ

が
ま
ま
へ
の
対
応
で
は
な
く
、
新
し
い

経
済
社
会
の
構
造
の
中
で
、
こ
う
し
た

対
策
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
働
く
人
が
さ

ら
に
疲
弊
し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
警
鐘

と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
「
ラ

イ
フ
」
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
含
ま

れ
る
。
働
く
人
に
は
、家
庭
生
活
＝
フ
ァ

ミ
リ
ー
・
ラ
イ
フ
の
ほ
か
に
も
趣
味
や

学
習
、
地
域
活
動
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
活

の
場
面
が
あ
る
。
仕
事
と
生
活
の
バ
ラ

ン
ス
の
あ
り
方
は
個
人
の
価
値
観
や
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る

と
同
時
に
、
同
じ
個
人
で
も
そ
の
時
々

の
状
況
に
よ
っ
て
変
動
す
る
。
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
は
、
個
人
が
自
分

自
身
の
生
活
を
ど
う
設
計
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
主
体
的
に
考
え
る
こ
と
か

ら
始
ま
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
時
間
軸
を

取
り
込
ん
で
ど
の
よ
う
な
人
生
を
送
る

か
、
と
い
う
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
が
必

要
で
あ
る
。

　

自
分
の
生
活
、
そ
し
て
人
生
の
優
先

順
位
を
決
め
、
そ
こ
で
働
き
方
を
選
択

す
る
。
個
人
の
ラ
イ
フ
キ
ャ
リ
ア
を
デ

ザ
イ
ン
す
る
こ
と
が
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
の
出
発
点
と
な
る
こ
と
を
、

働
く
人
が
も
う
一
度
認
識
す
る
必
要
が

あ
る
。

し
て
生
活
の
安
定
を
図
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
、
個
人
間
の
格
差
よ
り
も
平
均

的
に
一
定
の
生
活
水
準
が
保
障
さ
れ
る

こ
と
、
そ
う
し
た
働
き
方
を
多
く
の
労

働
者
が
望
ん
で
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
以
外
の
働
き
方
へ
の
ニ
ー
ズ
も
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
こ
と
は
効
率
性
を

削
ぐ
こ
と
と
な
り
、
平
均
か
ら
外
れ
た

労
働
者
の
ニ
ー
ズ
を
軽
視
し
て
も
、
企

業
経
営
は
成
り
立
っ
て
い
た
。
同
質
性

の
高
い
労
働
者
を
同
質
的
に
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
が
大
き

か
っ
た
。

　

し
か
し
、
労
働
者
の
属
性
や
生
活

の
ス
タ
イ
ル
は
大
き
く
変
化
し
て
き

た
。
人
口
構
造
が
変
化
し
、
高
齢
化
が

進
ん
で
き
た
。
高
齢
期
の
就
業
ニ
ー
ズ

は
、
本
人
の
健
康
状
態
や
子
供
の
成
長

段
階
、
就
労
以
外
の
収
入
基
盤
な
ど
と

関
連
し
て
多
様
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な

形
で
い
つ
ま
で
働
き
た
い
の
か
、
と
い
っ

た
就
業
ニ
ー
ズ
の
分
散
は
高
齢
者
に
な

る
ほ
ど
大
き
い
。

　

女
性
労
働
者
の
増
加
も
大
き
な
変
化

で
あ
る
。
働
く
女
性
の
増
加
は
、
世
帯

形
態
を
変
化
さ
せ
、
一
家
に
稼
ぎ
手
が

二
人
と
い
う
世
帯
が
増
加
し
た
。
そ
れ

は
、
専
業
主
婦
の
い
る
男
性
正
規
労
働

者
を
モ
デ
ル
に
し
た
雇
用
シ
ス
テ
ム
の

適
用
範
囲
が
大
幅
に
縮
小
し
て
き
た
こ

と
を
意
味
す
る
。

　

若
者
の
意
識
の
変
化
も
大
き
い
。「
働

く
」
こ
と
に
求
め
る
も
の
は
、
収
入
、
や

り
が
い
、
他
の
生
活
領
域
と
の
バ
ラ
ン

ス
な
ど
、
個
人
に
よ
っ
て
重
点
の
置
き

方
が
異
な
っ
て
い
る
。
豊
か
な
時
代
に

育
っ
た
世
代
は
、
上
の
世
代
と
明
ら
か

に
異
な
る
就
業
志
向
性
を
も
っ
て
い
る
。

　

男
性
も
含
め
て
多
く
の
働
く
人
が
、

も
っ
と
生
活
に
軸
足
を
置
い
た
働
き
方

を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
既
婚
者
の

男
性
で
は
「
仕
事
と
家
事
・
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
を
両
立
」
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
人

が
多
い
が
、
現
実
に
は
五
割
以
上
が
「
仕

事
優
先
」
と
な
っ
て
い
る
。
欧
米
で
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
取
り
組
み

が
進
ん
で
き
た
の
は
、
ま
さ
し
く
働
く

人
の
生
活
や
意
識
が
変
化
し
た
か
ら
な

の
で
あ
る
。
仕
事
も
重
要
だ
が
自
分
の

生
活
を
重
視
し
た
い
、
賃
金
や
昇
進
よ

り
も
家
族
と
の
時
間
を
大
切
に
し
た
い
、

と
考
え
る
人
が
増
え
、
組
織
も
働
く
人

の
変
化
に
対
応
し
な
け
れ
ば
人
材
が
流

出
す
る
と
い
う
課
題
に
直
面
し
た
の
で

あ
る
。

　

仕
事
漬
け
の
生
活
が
楽
し
い
と
思
う

武石 恵美子
　

現
在
の
わ
が
国
の
労
働
市
場
を
な

が
め
る
と
、
働
く
人
に
と
っ
て
「
働
き

方
」
の
選
択
肢
は
極
め
て
限
定
的
で
あ

り
、
こ
の
働
き
方
の
制
約
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
ひ
ず
み
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
先

進
国
の
中
で
も
低
い
女
性
の
労
働
力
率
、

と
り
わ
け
子
供
の
い
る
女
性
の
低
い
労

働
力
率
。
そ
れ
と
相
関
関
係
に
あ
る
低

い
出
生
率
。
い
わ
ゆ
る
正
社
員
以
外
の

人
た
ち
の
低
い
労
働
条
件
（
特
に
賃
金
）。

30
〜
40
代
男
性
の
長
時
間
労
働
…
…
。

　

そ
も
そ
も
、
百
人
の
労
働
者
に
百
通

り
の
働
き
方
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
は
ず
だ
。

し
か
し
、
人
事
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
百

通
り
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
の
は
不
可

能
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
そ
の
ニ
ー
ズ

を
類
型
化
し
な
が
ら
、
働
き
方
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
提
供
さ
れ
、
そ
の
範
囲

内
で
労
働
者
が
働
き
方
を
選
択
す
る
こ

と
に
な
る
。

　

従
来
、
働
く
側
の
ニ
ー
ズ
の
多
様
性

へ
の
対
応
が
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
の
は
、
ニ
ー
ズ
は
百
人
百
様
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
そ

れ
ほ
ど
大
き
く
な
く
、「
平
均
的
な
」
働

き
方
に
あ
る
程
度
収
斂
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
安
定
的
な
雇
用
が
保
障
さ
れ

る
こ
と
、
年
齢
と
と
も
に
賃
金
が
上
昇

武石 恵美子
（たけいし・えみこ）

法政大学キャリアデザイン学部教
授。専門は人的資源管理、女性労働
論。筑波大学第二学群人間学類卒
業後、労働省（現　厚生労働省）、ニ
ッセイ基礎研究所、東京大学社会
科学研究所助教授等を経て、2006
年4月より現職。2001年お茶の水女
子大学人間文化研究科博士課程
修了。博士（社会科学）。著書に、『男
性の育児休業』（共著、中公新書、
2004年）、『現代女性の労働・結
婚・子育て』（共著、ミネルヴァ書房、
2005年）、『雇用システムと女性のキ
ャリア』（勁草書房、2006年）など多
数。最近の公的な委員会活動として、
産業構造審議会基本政策部会（経
済産業省）、労働政策審議会労働条
件分科会最低賃金部会委員（厚生労
働省）、子どもと家族を応援する日本
重点戦略検討会議・働き方分科会
委員（内閣府・厚生労働省）、仕事と
生活の調和に関する専門調査会（内
閣府）等。

ワーク・ライフ・バランスと
キャリアデザイン

「
働
き
方
」を
問
い
直
す

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

の
意
味

主
体
的
な
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
を
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エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
と
環
境
問
題
へ
の
関
心
の
高
ま
り

に
つ
れ
、
米
国
で
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
関
心
が
再
び

高
ま
っ
て
き
た
。
多
く
の
州
で
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
が

打
ち
出
さ
れ
、
市
場
は
20
年
ぶ
り
の
ブ
ー
ム
に
沸
い
て
い
る
。

　

米
国
で
は
、
官
民
あ
げ
て
の
先
進
的
な
研
究
開
発
を
30
年

に
わ
た
っ
て
進
め
た
結
果
、
国
内
に
豊
富
に
あ
る
太
陽
光
・
風

力
・
地
熱
・
水
力
・
バ
イ
オ
マ
ス
・
海
洋
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
っ

た
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
、
交
通
輸
送
用
の
燃
料
や
電
力
、
熱
に

転
換
す
る
た
め
の
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
た
新
技
術
が
た
く

さ
ん
誕
生
し
て
い
る
。

　

今
日
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
米
国
の
総
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
６
％
強
を
提
供
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
今
後
急
速
に

拡
大
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
新
技
術
に
よ
っ
て
、
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
は
米
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
の
85
％
を
満
た
し
て
い
る

化
石
燃
料
と
経
済
的
に
も
肩
を
並
べ
つ
つ
あ
る
。
石
油
価
格

の
急
騰
や
、
石
油
依
存
の
安
全
保
障
上
の
リ
ス
ク
お
よ
び
環

境
面
で
の
コ
ス
ト
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、
米
国
は

こ
の
よ
う
な
技
術
を
大
規
模
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
移
行
に
は
時
間
が
か
か
る
し
、
ひ
と
つ
の
技

術
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
大

幅
改
善
と
相
ま
っ
て
、
米
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
を
す
べ

て
の
米
国
民
の
利
益
と
な
る
よ
う
、
変
え
て
い
く
可
能
性
を

有
し
て
い
る
。

　

こ
の
移
行
は
、
20
世
紀
の
最
初
の
20
年
間
に
予
期
せ
ぬ
形

で
石
油
時
代
が
台
頭
し
た
時
の
こ
と
を
思
え
ば
、
想
像
し
や

す
い
か
も
し
れ
な
い
。当
時
は
、石
油
精
製
や
内
燃
機
関
と
い
っ

た
技
術
が
推
進
さ
れ
、
そ
れ
を
ジ
ョ
ン
・
Ｄ
・
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー

と
い
っ
た
起
業
家
が
支
え
た
。

　

今
日
の
米
国
は
、
か
つ
て
の
世
代
と
比
べ
て
も
、
賢
明
さ
で

も
野
心
で
も
劣
っ
て
は
い
な
い
。
国
と
し
て
切
迫
感
の
あ
る
ビ

ジ
ョ
ン
を
描
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
よ
り
よ
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

将
来
を
拓
く
こ
と
は
可
能
な
の
だ
。
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
に
お
け

る
次
の
よ
う
な
近
年
の
展
開
か
ら
も
そ
の
可
能
性
が
わ
か
る
。

○ 

世
界
の
風
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
量
は
、
２
０
０
０
年
以
降
３

倍
以
上
に
な
っ
て
い
る
。
10
年
以
上
欧
州
の
後
塵
を
拝
し

て
い
た
米
国
は
、
２
０
０
５
年
、
２
０
０
６
年
は
風
力
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
設
置
容
量
で
世
界
ト
ッ
プ
だ
っ
た
。

○ 

世
界
の
太
陽
電
池
生
産
量
も
急
増
中
だ
。
２
０
０
５
年
に

は
45
％
拡
大
し
、
２
０
０
０
年
の
６
倍
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
業
界
は
、
世
界
で
も
最
も
急
成
長
し
、
最
も
高
利
潤
の

業
界
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

○ 

バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
の
生
産
量
は
２
０
０
０
〜
２
０
０
５
年

に
２
倍
以
上
に
増
え
て
い
る
。
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
は
、
同

期
間
に
４
倍
近
く
に
増
加
し
た
。

○ 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
大
規
模
水
力
を
含
む
）へ
の
世
界

全
体
で
の
投
資
は
、
２
０
０
５
年
に
約
３
８
０
億
ド
ル
で
、

こ
の
３
年
間
に
２
倍
近
く
に
増
え
、
１
９
９
５
年
以
来
６
倍

と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
成
長
が
、
コ
ス
ト
低
下
と
技

術
の
急
速
な
進
歩
を
後
押
し
し
て
い
る
。
ま
た
、
世
界
中
の

人
々
に
新
し
い
経
済
的
な
機
会
を
つ
く
り
出
し
、
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
製
造
・
運
営
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
、
世
界
中
で

約
２
０
０
万
人
の
雇
用
を
生
み
出
し
て
い
る
。

　

こ
の
10
年
間
、
こ
う
い
っ
た
技
術
の
多
く
を
リ
ー
ド
し
て
き

た
の
は
、
欧
州
と
ア
ジ
ア
だ
っ
た
。
風
力
発
電
で
は
ド
イ
ツ
と

ス
ペ
イ
ン
、
太
陽
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
は
日
本
と
ド
イ
ツ
が
リ
ー

ダ
ー
だ
。
こ
れ
は
１
９
９
０
年
代
に
各
国
で
採
択
さ
れ
た
法

律
な
ど
強
力
で
継
続
的
な
政
策
の
お
か
げ
で
も
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
政
策
に
よ
っ
て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
の
市
場

が
着
実
に
成
長
し
、
新
し
い
製
造
業
の
発
展
を
加
速
し
た
の

で
あ
る
。

　

対
照
的
に
、
米
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
は
、
こ

の
20
年
間
バ
ラ
バ
ラ
で
し
ば
し
ば
変
更
さ
れ
た
た
め
、
投
資

家
か
ら
は
敬
遠
さ
れ
、
数
十
の
企
業
が
破
産
の
憂
き
目
に
あ
っ

た
。

　

も
し
米
国
が
、
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
の
仲
間
入
り
を
し
、
国

内
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
潜
在
力
を
最
大
限
に
活
か
そ

う
と
す
る
な
ら
、
市
町
村
・
州
・
国
に
お
け
る
継
続
的
か
つ
一

貫
し
た
政
策
の
枠
組
み
に
基
づ
い
た
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
政
策
が
必
要
だ
。

　

国
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
潮
目
が
変
わ
り
始
め
て
い
る
。
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進
の
政
策
を
持
た
な
い
州
は
い
ま
で
は

４
つ
し
か
な
い
。
10
以
上
の
州
が
こ
の
２
、
３
年
間
に
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
法
律
を
施
行
し
、
４
州
は
２
０
０
５

年
に
は
さ
ら
に
高
い
目
標
値
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
政

策
が
広
が
り
続
け
、
連
邦
政
府
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る

な
ら
ば
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
は
急
激
に
進
む
だ

ろ
う
。

　

正
し
い
政
策
が
あ
れ
ば
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
根
づ

く
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
は
す
で
に
州

の
電
力
の
31
％
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
ま
か
な
っ
て
い

る
。
水
力
発
電
が
主
だ
が
、
そ
れ
で
も
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

全
体
の
12
％
は
、
風
力
や
地
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
っ
た
水
力
発

電
以
外
か
ら
得
て
い
る
。
テ
キ
サ
ス
＝
石
油
産
業
と
い
う
歴

史
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
テ
キ
サ
ス
州
で
は
西
部
山
岳
地
帯
か

ら
メ
キ
シ
コ
湾
ま
で
の
大
規
模
な
風
力
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

進
行
中
で
、
い
ま
で
は
米
国
で
風
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
が

最
も
伸
び
て
い
る
。
ア
イ
オ
ワ
州
は
、
も
し
生
産
量
す
べ
て
を

州
内
で
消
費
す
る
な
ら
同
州
の
ガ
ソ
リ
ン
需
要
の
半
分
を
満

た
せ
る
ほ
ど
大
量
の
エ
タ
ノ
ー
ル
を
生
産
し
て
い
る
。

　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
動
力
源
と
す
る
米
国
経
済
と
は
、

ど
の
よ
う
な
姿
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

○ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
は
よ
り
分
散
化
し
、
弾
力
性
を
持
ち
、

効
率
的
な
も
の
と
な
る
。
家
庭
や
企
業
が
、
自
ら
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
需
要
の
多
く
を
満
た
せ
る
よ
う
に
な
る
。

○ 

中
東
の
石
油
へ
の
依
存
が
減
り
、
米
国
の
国
家
安
全
保
障

が
改
善
す
る
。

○ 

石
油
の
影
響
が
減
る
に
つ
れ
、
貿
易
赤
字
も
減
る
。

○ 

大
気
が
き
れ
い
に
な
り
、
ぜ
ん
そ
く
な
ど
の
呼
吸
器
疾
患

が
減
る
。

○ 

温
暖
化
を
進
め
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
が
減
り
、
都
市

や
沿
岸
地
域
へ
の
海
面
上
昇
に
よ
る
脅
威
、
農
業
へ
の
干

ば
つ
や
高
温
の
脅
威
を
減
ら
せ
る
。

○ 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
要
を
満
た
す
た
め
の
新
し
い

メ
ー
カ
ー
や
サ
ー
ビ
ス
会
社
な
ど
で
数
十
万
人
も
の
新
規

雇
用
が
生
ま
れ
る
。

○ 

農
家
や
牧
場
主
が
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
益
を
得
る

こ
と
か
ら
、
農
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
再
活
性
化
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
は
、
環
境
面

の
み
な
ら
ず
国
家
安
全
保
障
や
健
康
、
雇
用
、
地
域
の
活
性

化
な
ど
、
国
や
国
民
に
対
し
て
重
要
な
多
く
の

貢
献
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

      低炭素経済への
再生可能エネルギーの道筋

クリストファー・フレイヴィン

Christopher Flavin
1955年、米国カリフォルニア州生まれ。ウィリアムズ大
学で経済学と生物学を専攻して1977年に卒業。同年、
ワールドウォッチ研究所へ。1990年に研究担当副所長
に就任、2000年にレスター・ブラウンを継ぐ、第2代所
長に就任。気候変動、エネルギー関連が専門。リオデジ
ャネイロ地球サミット、京都会議、ヨハネスブルク地球サ
ミット等に参加。その他、多くの気候変動、エネルギー関
連の研究プロジェクトを手掛ける。
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◆ヨーロッパと米国における風力発電容量の年間増加量の推移
(1980-2005年)

◆日本、米国、ドイツにおける太陽光発電容量の年間増加量の推移
(1993-2005年)

米国の
エネルギー
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熊本

○苫前ウィンビラ発電所

○瀬棚臨海風力発電所

○グリーンパワーくずまき風力発電所

○仁賀保高原風力発電所

○郡山布引高原
　風力発電所

○東京臨海
　風力発電所

○田原臨海風力発電所

○長崎鹿町
　ウィンドファーム

○阿蘇にしはら
　ウィンドファーム

福島

東京

名古屋

長崎

1 2

4

1�1�

GLOBAL EDGE No.10
2007 SUMMER

野菜畑の中にできた
自然に優しい風力発電

Ｊ
パ
ワ
ー
と
し
て
国
内
９
番
目
の
風
力
発
電
所
・
郡
山
布
引
高
原
風
力
発
電
所
が
、
本
年
2
月
に
営
業
運
転
を
開
始
し
ま
し
た
。

布
引
大
根
で
有
名
な
高
原
の
畑
の
中
に
あ
る
こ
の
発
電
所
と
、
自
然
に
優
し
い
工
夫
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

郡山布引高原風力発電所◆風車建設の流れ

J-POWER BusinessJ-POWER Business

294

401

49

118

猪苗代湖

猪苗代

郡山
JCT

本宮

二本松

磐梯熱海

須賀川

郡山

会津坂下

会津若松
西若松

磐梯山
1819

安達太良山
1700

郡山布引高原
風力発電所

開
始
し
ま
し
た
。

　

風
力
発
電
は
地
球
温
暖
化
の
原

因
と
な
る
Ｃ
Ｏ
２
を
出
さ
な
い
発

電
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

本
発
電
所
の
年
間
発
生
電
力
量
は

約
１
億
２
５
０
０
万
kWh
。
こ
れ
に

よ
り
年
間
約
５
万
３
０
０
０
ト
ン

の
Ｃ
Ｏ
２
を
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
、

こ
れ
は
乗
用
車
約
６
万
６
０
０
０

台
分
の
排
出
量
に
あ
た
り
ま
す
。

　

布
引
高
原
は
、
キ
メ
が
細
か
く
、

や
わ
ら
か
さ
と
甘
み
で
人
気
の
布

引
大
根
の
産
地
で
、
本
発
電
所
は

◆Jパワーが取り組む風力発電事業

＜発電所概要＞

発電所名 郡山布引高原風力発電所

所在地 福島県郡山市湖南町赤津西岐

出　力 65,980kW（2,000kW×32基、
1,980kW×1基）

年間発生電力量 約12,500万kWh［一般家庭約35,000
世帯分の年間消費電力量に相当］

受電会社 東京電力株式会社

工事工程 平成17年5月　着工
平成19年2月　営業運転開始

風車中心の高さ 地上64m

風車の翼の直径 71m

＜事業会社概要＞

会社名 株式会社グリーンパワー郡山布引

本店所在地 福島県郡山市

発電機

風速風向計

ナセル

整流器

タワー

基礎

インバーター

変電設備

送電線

送電鉄塔

変電所
（系統連系
保護装置）

配電線

配電所トランス
（変圧器）

自然との共生
自然の景観にも配慮し、電柱は茶色に塗られ
ている

農業との共生
畑の中にあるため、油を使用しない発電機が
採用された

穴を掘り、基礎金物を据え付ける コンクリートを打設するための配筋を行う

下層部のタワーを吊り上げる ナセル（発電機が収まる部分）を据
え付ける

ブレード（翼）
を据え付け
て完成

分解されたタワー部分を大型トレーラーで移送

そ
の
畑
の
中
に
あ
る
た
め
、
農
業

と
の
共
存
、自
然
と
の
共
存
に
様
々

な
工
夫
を
し
て
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
、
万
が
一
の
場
合
に

も
農
業
に
影
響
が
出
な
い
よ
う
、

発
電
機
は
油
を
使
う「
ギ
ア
式
」で

は
な
く
、
油
を
使
わ
な
い「
同
期

式
」
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

送
電
の
た
め
の
電
柱
も
付
近
の
景

観
に
な
じ
む
よ
う
に
茶
色
に
塗
ら

れ
る
な
ど
の
配
慮
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

本
発
電
所
は
猪
苗
代
湖
や
磐
梯

山
か
ら
も
近
く
、
観
光
資
源
と
し

て
も
期
待
を
集
め
て
い
ま
す
。

　

郡
山
布
引
高
原
風
力
発
電
所
は
、

福
島
県
郡
山
市
の
標
高
約
１
０
０

０
ｍ
の
会
津
布
引
高
原
に
あ
る
日

本
最
大
の
ウ
ィ
ン
ド
フ
ァ
ー
ム
で
、

Ｊ
パ
ワ
ー
と
し
て
は
国
内
９
番
目

の
風
力
発
電
所
で
す
。

　

工
事
は
平
成
17
年
５
月
よ
り
開

始
、
本
年
２
月
か
ら
営
業
運
転
を

◆風力発電と送電のしくみ

3

6 7

上層部のタ
ワーも据え
付ける

5
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し
た
。
な
か
な
か
17
文
字
に
入
り
き
ら

な
い
の
で
、
す
ご
く
悔
し
く
て
。
で
も
、

数
ヶ
月
後
に
『
春
ス
キ
ー
さ
し
だ
す
君

の
手
が
欲
し
い
』
と
い
う
句
が
で
き
た

ん
で
す
。
普
段
話
し
て
い
る
言
葉
が
17

文
字
に
ま
と
ま
っ
た
時
に
、
こ
れ
で
い

い
ん
だ
と
初
め
て
思
え
た
ん
で
す
」

　

俳
句
の
知
識
が
乏
し
か
っ
た
が
ゆ
え

に
苦
労
も
し
た
が
、
そ
の
反
面
、
誰
か

の
模
倣
で
は
な
く
、
自
分
の
中
か
ら
生

ま
れ
て
く
る
言
葉
を
用
い
て
句
を
作
る

道
が
自
然
と
開
か
れ
た
。
自
分
な
り

に
作
れ
ば
い
い
と
確
信
し
た
彼
女
は
、

「
言
い
た
か
っ
た
何
か
」
を
次
々
と
句

に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

１
９
９
６
年
、
大
高
さ
ん
は
高
校

卒
業
と
同
時
に
、
第
一
句
集
『
ひ
と
り

の
聖
域
』
を
出
版
。
俳
壇
初
の
10
代
の

句
集
と
し
て
注
目
を
集
め
た
。
20
歳
に

な
っ
て
発
表
し
た
第
二
句
集
『
17
文
字

の
孤
独
』
も
大
き
な
話
題
に
。
そ
れ
ま

で
俳
句
で
あ
ま
り
使
わ
れ
な
か
っ
た
言

text by 南波 俊幸 photo by 吉田 敬

俳
人 

大
高 

翔

句
が
楽
し
く
な
る
よ
う
に
指
導
す
る
。

教
え
る
に
は
多
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要

す
る
も
の
の
、
短
時
間
で
大
き
く
成
長

す
る
子
も
い
る
の
で
、
元
気
を
も
ら
え

る
と
い
う
。

「
子
供
た
ち
と
触
れ
合
っ
て
い
る
と
、

言
葉
の
力
を
信
じ
た
く
な
る
ん
で
す
ね
。

俳
句
を
書
い
た
だ
け
で
、
子
供
た
ち
の

顔
が
誇
ら
し
げ
に
な
っ
た
り
、
い
い
顔

に
な
る
。
そ
う
い
う
時
に
、
俳
句
を
通

し
て
短
い
言
葉
の
持
つ
力
を
と
て
も
強

く
感
じ
る
ん
で
す
」

梓
し
た
。
こ
れ
は
、
数
多
く
の
写
真
と

と
も
に
、
俳
句
と
そ
の
シ
ン
プ
ル
な
解

説
文
が
ユ
ニ
ー
ク
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
、

ア
ー
ト
な
１
冊
。
こ
の
画
期
的
な
構
成

の
ア
イ
デ
ア
は
、
俳
句
に
興
味
を
持
ち

始
め
て
い
た
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と

の
偶
然
の
出
会
い
で
生
ま
れ
た
。

「
着
物
を
着
な
い
と
詠
め
な
い
と
か
、

短
冊
じ
ゃ
な
い
と
書
け
な
い
み
た
い
な

俳
句
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
た
か
っ
た
ん

で
す
。
東
京
タ
ワ
ー
と
か
、
身
近
な
題

材
も
取
り
上
げ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
う

い
う
本
で
あ
れ
ば
気
軽
に
読
ん
で
も
ら

え
る
と
思
っ
た
ん
で
す
」

　

現
在
、
彼
女
が
力
を
入
れ
て
い
る
活

動
は
、
子
供
た
ち
に
俳
句
を
教
え
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
だ
。
自
身
が
俳
句
を

始
め
た
と
き
に
や
り
方
が
わ
か
ら
な
く

て
困
っ
た
の
で
、
子
供
た
ち
に
そ
う
い

う
思
い
を
さ
せ
た
く
な
い
か
ら
だ
。

　

で
き
る
だ
け
一
対
一
で
向
き
合
っ
て

話
を
し
、
い
い
着
眼
点
を
ほ
め
て
、
俳

おおたか・しょう
1977年、徳島県生まれ。NHK-BSの俳句番組
の司会者を経て、現在は毎日新聞社まいまいク
ラブ「ケータイ俳句写真」選者、西武鉄道「秩父・
川越 でんたび大賞」審査委員長、徳島新聞の
中高大生の俳句コーナー選者を務める。句集
以外の著作に『夢追い俳句紀行』、『漱石さん
の俳句──私の好きな五十選』がある。オフ
ィシャルサイト：『大高翔 ON THE WEB』　
http://www.shootaka.jp/

葉
を
巧
み
に
ち
り
ば
め
、
斬
新
な
句
を

生
み
出
し
た
彼
女
は
、
俳
壇
ば
か
り

で
な
く
、
広
い
メ
デ
ィ
ア
で
人
気
者

に
な
っ
た
。
新
聞
・
雑
誌
で
の
連
載
を

は
じ
め
、
テ
レ
ビ
番
組
の
司
会
、
各
地

で
の
講
演
な
ど
、
俳
句
の
普
及
の
た
め
、

精
力
的
に
活
動
し
て
き
た
。

久
し
ぶ
り
の
新
作
は

  

お
し
ゃ
れ
で
ア
ー
ト
な
句
集

　

大
高
さ
ん
に
、
改
め
て
俳
句
の
魅
力

に
つ
い
て
聞
い
て
み
た
。

「
俳
句
は
、
文
章
を
ど
こ
ま
で
削
れ
る

か
で
、
そ
の
人
の
本
質
が
現
れ
る
気
が

す
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
五
・
七
・
五
で

何
か
を
伝
え
ら
れ
る
の
は
、
す
ご
く
格

好
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
な
に
よ

り
俳
句
は
世
界
で
一
番
短
い
詩
で
す
か

ら
、
そ
の
こ
と
に
誇
り
を
持
ち
た
い
で

す
ね
」

　

今
年
の
４
月
、
大
高
さ
ん
は
約
10
年

ぶ
り
の
句
集
『
キ
リ
ト
リ
セ
ン
』
を
上

自
分
の
言
葉
で

　

斬
新
な
俳
句
を
生
み
出
す

　

子
供
の
頃
は
本
の
虫
だ
っ
た
。
外
へ

出
れ
ば
人
一
倍
わ
ん
ぱ
く
な
少
女
も
、

一
度
本
を
読
み
始
め
れ
ば
、
物
静
か
に

活
字
の
世
界
に
没
頭
し
て
い
っ
た
。
保

育
園
と
小
学
校
に
あ
っ
た
本
を
す
べ
て

読
破
す
る
ほ
ど
夢
中
に
な
っ
た
。

　

幼
き
文
学
少
女
だ
っ
た
大
高
翔
さ
ん

は
、
13
歳
に
な
る
と
母
の
影
響
で
俳
句

に
興
味
を
持
ち
、
周
囲
の
勧
め
も
あ
っ

て
俳
句
を
作
り
始
め
る
。

「
最
初
は
簡
単
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
実
際
に
や
っ
て
み
た
ら
大
変
で

先
頃
、
10
年
ぶ
り
の
句
集
『
キ
リ

ト
リ
セ
ン
』
を
発
表
し
た
大
高
翔

さ
ん
。
早
熟
の
天
才
が
俳
句
に
目

覚
め
た
き
っ
か
け
や
俳
句
に
魅
か
れ

た
理
由
、
写
真
も
ふ
ん
だ
ん
に
盛

り
込
ま
れ
た
、
ま
る
で
ア
ー
ト
ブ

ッ
ク
の
よ
う
な
新
作
が
生
ま
れ
た

背
景
な
ど
を
お
話
し
い
た
だ
い
た
。

取材協力：MARUNOUCHI CAFE 倶楽部21号館
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和
家
具
職
人
の
技
と
心

江
戸
の
粋
を
現
代
に
伝
え
る東京都荒川区

　

東
京
下
町
。
こ
こ
に
江
戸
時
代

か
ら
続
く
和
家
具
の
伝
統
を
守
る

職
人
が
い
る
。
江
戸
指
物
と
呼
ば

れ
る
こ
の
家
具
は
、
ク
ギ
を
一
本

も
使
わ
ず
、
精
緻
な
細
工
に
よ
る

ほ
ぞ
接
ぎ
に
よ
っ
て
、
華き
ゃ

奢し
ゃ

に
見

え
な
が
ら
強
度
の
あ
る
独
特
の
技

術
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
。

こ
の
技
術
を
今
に
伝
え
る
江
戸
指

物
師
・
井
上
喜
夫
さ
ん
を
訪
ね
た
。

　

井
上
さ
ん
の
工
房
は
、
大
相
撲

の
武
蔵
川
部
屋
に
も
近
い
鶯
谷
駅

前
の
繁
華
街
に
あ
る
。
周
り
に
は

繊
維
を
扱
う
商
店
や
職
人
の
工
房

な
ど
が
多
く
、
東
京
下
町
の
雰
囲

気
が
い
っ
ぱ
い
の
場
所
だ
。

　

井
上
さ
ん
は
江
戸
指
物
師
の
二

代
目
に
あ
た
り
、
江
戸
指
物
師
で

組
織
さ
れ
た
江
戸
指
物
協
同
組
合

の
前
理
事
長
も
務
め
た
。

「
江
戸
指
物
は
華
奢
に
見
え
て
堅

牢
、
そ
し
て
木
目
の
美
し
さ
が
特

徴
で
す
」
と
井
上
さ
ん
。「
木
の
家

具
と
い
う
と
、
最
近
で
は
洋
家
具

や
厚
い
一
枚
板
を
使
う
民
芸
家
具

が
多
い
で
す
が
、
あ
あ
い
う
も
の

と
は
ま
っ
た
く
違
う
の
で
す
」

　

確
か
に
江
戸
指
物
は
、
板
は
薄

く
、
柱
も
細
く
、
繊
細
だ
。

　

江
戸
指
物
は
江
戸
時
代
初
期
に
、

江
戸
の
町
が
作
ら
れ
る
時
に
、
京

都
な
ど
か
ら
指
物
の
職
人
が
移
住

さ
せ
ら
れ
、
神
田
や
浅
草
界
隈
に

職
人
町
を
形
成
し
た
こ
と
に
始
ま

る
。

　

江
戸
以
前
は
家
具
を
持
つ
の
は

上
流
階
級
だ
け
で
特
殊
な
も
の

だ
っ
た
が
、
よ
う
や
く
江
戸
時
代

に
な
っ
て
、
木
材
が
市
場
に
ま
で

行
き
渡
り
、
家
具
が
一
般
の
人
に

も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
後
、
茶
の
湯
の
文
化
や
江
戸
文

化
と
融
合
し
て
、
繊
細
で
粋
な
造

形
に
ま
で
発
展
し
た
の
が
江
戸
指

物
。
江
戸
の
武
家
屋
敷
や
大
商
人

た
ち
に
も
て
は
や
さ
れ
た
、
技
術

の
粋
を
集
め
た
高
級
家
具
だ
。

　

ク
ギ
を
ま
っ
た
く
使
わ
ず
、
華

奢
な
の
に
丈
夫
な
の
は
な
ぜ
な
の

か
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い

る
の
が
〝
ほ
ぞ
〟
と
い
わ
れ
る
木

の
接
ぎ
手
、
木
材
の
接
合
法
だ
。

　

カ
ン
ナ
や
ノ
ミ
な
ど
で
加
工

し
た
突
起
と
穴
を
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
で
、
板
と
板
、
棒
と
棒
な

ど
の
複
数
の
木
を
一
体
化
し
て
し

ま
う
魔
法
の
よ
う
な
技
術
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
あ
る
現
在
で
こ
そ
、

三
次
元
で
表
現
す
る
こ
と
も
で
き

る
が
、
そ
の
昔
ど
の
よ
う
な
方
法

で
考
え
た
の
か
、
想
像
も
つ
か
な

い
よ
う
な
接
ぎ
手
も
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
三
方
留
と
い
わ
れ

る
接
ぎ
手
は
、
３
つ
の
棒
を
ま
る

で
パ
ズ
ル
の
よ
う
に
複
雑
に
組
み

合
わ
せ
、
ほ
ぞ
が
ど
こ
に
あ
る
の

か
外
部
か
ら
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら

な
い
。
ま
た
、
組
み
合
わ
せ
た
と

き
の
ほ
ぞ
と
ほ
ぞ
穴
の
隙
間
は
、

紙
一
枚
も
入
ら
な
い
よ
う
な
精
巧

な
も
の
だ
。

　

ま
さ
に
指
物
が
「
日
本
の
伝
統

工
芸
の
精
髄
」
と
言
わ
れ
る
所
以

だ
。

　

も
と
も
と
指
物
と
は
、
板
や
角

材
を
差
し
込
み
、
差
し
合
わ
せ
て

作
る
も
の
と
い
う
意
味
で
、
指
物

で
最
も
重
要
な
の
は
接
合
法
、
つ

ま
り
接
ぎ
手
な
の
だ
。
こ
れ
ら
の

接
ぎ
手
自
体
は
奈
良
時
代
に
は
す

で
に
あ
り
、
現
在
と
あ
ま
り
変
わ

ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
進
ん
で
い
た

そ
う
だ
が
、
江
戸
指
物
の
精
巧
な

技
術
が
飛
躍
的
に
進
歩
し
た
の
は

や
は
り
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら

の
こ
と
だ
そ
う
だ
。

匠の伝承匠の伝承

隠
れ
た
と
こ
ろ
に

贅
を
尽
く
す

江
戸
の
技
術
と
粋
の
精
髄

photo by 斎藤 泉

井上 喜夫（いのうえ・よしお）さん
昭和17年浅草生まれ。昭和36年、18
歳で江戸指物師の父、井上猪治親方
に弟子入り。息子の健志さんは弟子入
りして17年を経て、伝統工芸士の資
格を取得。江戸指物協同組合前理事
長として、江戸指物の普及と販路の拡
大に努めた。
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10
年
は
保
管
す
る
。
そ
う
し
な
い

と
で
き
あ
が
っ
た
指
物
が
曲
が
っ

た
り
割
れ
た
り
す
る
の
だ
。
そ
の

後
、
木
目
を
活
か
す
よ
う
に
木
を

切
り
出
し
て
い
く
の
だ
が
、
こ

の
木
目
の
活
か
し
方
は
指
物
師
の

感
覚
だ
け
が
頼
り
だ
。
図
は
簡
単

な
完
成
図
を
書
く
こ
と
も
あ
る
が
、

部
品
や
組
み
手
な
ど
の
設
計
図
は

指
物
師
の
頭
の
中
に
し
か
な
い
。

　

そ
れ
を
簡
単
な
も
の
で
一
週
間
、

複
雑
な
も
の
な
ら
一
カ
月
以
上
か

け
て
、
一
人
で
製
作
し
て
い
く
。

　

時
に
は
小
さ
な
カ
ン
ナ
な
ど
、

必
要
に
応
じ
て
自
分
で
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
道
具
を
作
る
こ
と
も
あ
る
が
、

機
械
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
ず
、
ほ
と

ん
ど
が
手
作
業
だ
。
洋
家
具
に
あ

る
よ
う
な
、
複
数
の
指
物
を
同
時

進
行
で
作
る
と
い
っ
た
こ
と
は
し

な
い
。

の
も
と
に
は
息
子
さ
ん
の
健
志
さ

ん
と
、
大
学
で
木
工
を
学
ん
だ
後

に
弟
子
入
り
し
た
７
年
目
の
河
内

素
子
さ
ん
が
い
る
。
河
内
さ
ん
は

「
機
械
を
ほ
と
ん
ど
使
わ
ず
、
手

作
業
で
作
り
上
げ
る
ス
タ
イ
ル
に

魅
力
を
感
じ
た
」
と
い
う
。

　

井
上
さ
ん
は
、
地
元
の
小
学
校

な
ど
に
も
出
掛
け
て
い
っ
て
、
こ

　

井
上
さ
ん
が
父
親
で
あ
る
猪
治

さ
ん
の
も
と
に
弟
子
入
り
し
た
の

は
昭
和
36
年
の
こ
と
。

「
私
が
弟
子
入
り
し
た
こ
ろ
は
、

ま
だ
〝
見
て
覚
え
ろ
〟
の
時
代
で
、

父
親
で
あ
る
師
匠
は
何
も
教
え
て

く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」

　

だ
が
、
そ
れ
で
は
な
か
な
か
後

継
者
も
育
た
な
い
。
江
戸
指
物
は

東
京
大
空
襲
の
影
響
も
あ
っ
て
、

第
二
次
大
戦
後
に
職
人
の
数
が
激

減
。
荒
川
区
、
台
東
区
に
数
十
軒

を
残
す
の
み
と
な
っ
て
い
た
。
そ

の
こ
ろ
、
こ
の
伝
統
を
守
ろ
う
と

井
上
猪
治
さ
ん
ら
35
人
が
中
心
に

な
っ
て
、
後
継
者
の
育
成
と
販
路

の
拡
大
を
目
的
と
し
た
東
京
和
家

具
研
究
会
を
立
ち
上
げ
た
ば
か
り

だ
っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
58
年
に

東
京
都
伝
統
工
芸
品
指
定
産
地
組

合
が
作
ら
れ
る
の
に
伴
っ
て
、
江

戸
指
物
協
同
組
合
が
設
立
さ
れ
た
。

　

現
在
も
十
数
軒
が
組
合
に
参
加

し
て
い
る
が
、
状
況
は
け
っ
し
て

楽
観
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

　

組
合
で
は
講
習
会
を
や
っ
た
り
、

展
示
会
を
や
っ
た
り
し
て
、
技
術

を
伝
え
て
い
く
こ
と
に
も
熱
心
だ
。

「
今
は
お
弟
子
さ
ん
に
ち
ゃ
ん
と

教
え
る
の
で
す
か
」
と
聞
い
て
み

る
と
「
今
の
若
い
人
は
ち
ゃ
ん
と

教
え
な
い
と
辞
め
て
し
ま
い
ま

す
」
と
の
こ
と
。

「
昔
は
自
分
の
師
匠
か
ら
し
か
教

え
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
か
ら
、
人
に
よ
っ
て
は
で

き
る
細
工
と
で
き
な
い
細
工
が

あ
っ
た
の
で
す
が
、
今
で
は
組
合

員
の
中
で
伝
統
的
な
技
術
が
共
有

さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ほ
か

の
師
匠
の
お
弟
子
さ
ん
が
聞
き
に

来
れ
ば
、教
え
た
り
も
し
ま
す
よ
」

　

そ
れ
で
も
後
継
者
を
育
て
て
い

く
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。
こ
の

世
界
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
な
い
。
一

つ
ひ
と
つ
の
技
術
、
木
の
選
び
方
、

デ
ザ
イ
ン
、
構
造
、
木
の
切
り
出

し
方
な
ど
は
す
べ
て
、
経
験
に

よ
っ
て
し
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。

「
５
年
や
っ
て
や
っ
と
一
人
で
作

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ

で
も
〝
お
兄
ち
ゃ
ん
〟
と
呼
ば
れ

る
世
界
。
10
年
や
ら
な
い
と
一
人

前
と
は
認
め
ら
れ

ま
せ
ん
」

　

一
つ
の
指
物
の

製
作
時
間
、
製
作

工
程
も
生
半
可
な

も
の
で
は
な
い
。

　

和
家
具
特
有
の

木
材
を
材
木
屋

さ
ん
か
ら
仕
入
れ
、

そ
の
木
が
完
全
に

乾
燥
す
る
ま
で
最

低
５
年
、
長
く
て

　

材
木
の
仕
入
れ
か
ら
数
え
た
ら

ど
ん
な
小
さ
な
も
の
で
も
最
低
５

年
は
か
か
る
製
品
な
の
だ
。
技
術

の
習
得
に
も
や
は
り
膨
大
な
時
間

が
か
か
る
の
は
否
め
な
い
。

　

井
上
さ
ん
の
得
意
な
の
は
箱
物

と
い
わ
れ
る
、
タ
ン
ス
や
文
机
な

ど
の
引
き
出
し
の
あ
る
指
物
だ
。

指
名
で
の
注
文
も
多
い
。

「
昔
は
注
文
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た

が
、
今
は
注
文
と
自
分
で
作
る
の

と
が
半
々
く
ら
い
で
す
」

　

オ
リ
ジ
ナ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
指
物

は
デ
パ
ー
ト
な
ど
で
の
伝
統
工
芸

展
に
も
出
展
し
、
多
く
の
人
に
江

戸
指
物
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に

活
動
し
て
い
る
。

　

和
家
具
を
置
け
る
よ
う
な
家
が

減
っ
て
い
る
の
が
最
近
の
悩
み
だ

と
い
う
。

「
日
本
人
よ
り
も
外
国
の
人
の
ほ

う
が
、
和
家
具
を
上
手
に
使
っ
て

く
れ
る
よ
う
で
す
。
も
っ
と
日
本

の
若
者
た
ち
に
も
ア
ピ
ー
ル
し
て
、

上
手
に
使
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す

ね
」

　

江
戸
指
物
の
魅
力
に
と
り
つ
か

れ
、
弟
子
入
り
す
る
人
も
あ
る
が
、

一
人
で
生
計
を
立
て
て
い
く
こ
と

を
考
え
る
と
、
定
着
す
る
の
は
な

か
な
か
難
し
い
。
今
、
井
上
さ
ん

匠の伝承

多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い

販
路
を
拡
大
す
る
努
力

右・献保梨(けんぽなし)を使用した文机(ふづくえ)。拭漆(ふきうるし)仕上げ。
左・ 黄檗(きはだ)前献保梨を使った五つ抽斗箱(ひきだしばこ)。  

こちらの仕上げも拭漆。
製作期間はどちらも約1カ月。

江戸指物で使用される代表的な木の種類。

木を連結するための技法で、見た目がきれいなのに強度を出すことができる。その歴史は古く、正倉院にも見ることができる。
30〜40種類もあるといわれるが、井上さんは「応用や組み合わせもあるので、その数は数えきれない」という。

●留形包三枚

●丸棒平ほぞ

●三方留 ●留形隠し蟻組

ほぞ接ぎ手

後
継
者
を
育
て
る
た
め
に

技
術
を
共
有
し
て
い
く
こ
と

ほぞ穴を掘るときに使用する、さまざまな種類のノミ。

水平を決めるのがアテ台。すべての作業をこの上で行う。
正月の仕事始めはまず、アテ台にカンナをかけることから
始まる。

道具の中にも伝統の知恵が詰まっている。オリジナルで作った3㎝ほどの豆カンナ。曲面を削る。

の
日
本
の
誇
る
江
戸
指
物
の
技
術

を
子
供
た
ち
に
も
教
え
て
い
る
と

い
う
。

　

木
を
知
り
尽
く
し
た
日
本
人
だ

け
に
し
か
で
き
な
い
繊
細
な
和
家

具
・
江
戸
指
物
。
こ
の
日
本
の
木

の
文
化
を
後
世
に
残
し
て
い
く
た

め
に
井
上
さ
ん
は
日
々
製
作
に
勤い
そ

し
ん
で
い
る
。
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が
展
開
し
て
い
る
。
す
ぐ
傍
に
、
そ
の

昔
、
会
津
藩
と
二
本
松
藩
の
境
界
と
し

て
植
え
ら
れ
た
と
い
う
「
藩
領
境
の
大

松
」
と
呼
ば
れ
る
古
い
松
が
あ
り
、
湖

を
背
に
何
か
を
こ
ち
ら
に
語
り
か
け
て

く
る
よ
う
だ
。

　

松
の
場
所
か
ら
湖
に
沿
っ
た
道
を
さ

ら
に
走
る
と
「
天
鏡
閣
」
が
あ
る
。
明

治
四
十
年
、
猪
苗
代
湖
畔
の
美
し
さ
に

魅
せ
ら
れ
た
有あ

り

栖す

川が
わ
の
み
や宮

威た
け

仁ひ
と

殿
下
の

決
定
で
建
設
さ
れ
た
か
つ
て
の
御
別
邸

で
あ
る
。
現
在
は
見
学
者
に
開
放
さ
れ

て
い
る
の
で
、
雪
の
よ
う
に
白
い
外
観

を
見
上
げ
な
が
ら
、
中
に
入
っ
て
み
た
。

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
風
の
気
品
あ
ふ
れ
る
調

度
品
に
つ
い
た
め
息
が
出
る
が
、
敷
き

つ
め
ら
れ
た
豪
華
な
絨
毯
の
下
は
実
は

畳
で
あ
る
と
い
う
。
庭
園
に
設し

つ
らえ

ら
れ

た
テ
ー
ブ
ル
で
土
地
の
牛
乳
で
作
ら
れ

た
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
い
た
だ
き
な
が

ら
、
郡
山
そ
し
て
猪
苗
代
湖
周
辺
の
豊

か
な
風
景
と
文
化
を
思
っ
た
。

　

実
は
、
郡
山
地
方
は
風
景
ば
か
り
で

は
な
く
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
物
語
も
ま

た
艶な

ま
めか

し
い
ほ
ど
の
甘
い
香
り
を
放
つ

土
壌
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
夜
は
磐
梯
熱
海
温
泉
に
宿
泊
し

た
が
、
こ
の
温
泉
に
も
伝
説
が
あ
っ
た
。

南
北
朝
時
代
、
京
の
都
か
ら
五
百
本
目

の
川
の
傍
に
病
気
平
癒
の
泉
が
あ
る
と

中上 紀（なかがみ・のり）
1971年東京都生まれ。ハワイ州立大学
芸術学部で東洋美術を学ぶ。12歳の時、
父で作家の中上健次氏に連れられて行
ったフィリピン放浪旅行をきっかけにアジ
アに興味を持つ。99年にミャンマーが舞
台の紀行文『イラワジの赤い花』を執筆後、
小説『彼女のプレンカ』で第23回すばる
文学賞受賞。近著に『蒼の風景』『シャー
マンが歌う夜』『水の宴』など。小説やコラ
ムで活躍中。

photo by 吉田 敬

　

や
ま
び
こ
号
で
一
時
間
半
、
福
島
県

は
郡
山
駅
に
降
り
立
つ
。
は
じ
め
て
の

地
で
あ
る
。
東
京
よ
り
は
寒
い
の
で
は

な
い
か
と
上
着
を
持
参
し
た
が
、
く
っ

き
り
と
し
た
初
夏
の
太
陽
で
汗
ば
む
ほ

ど
だ
。
整
然
と
し
た
市
街
を
抜
け
、
幹

線
道
路
を
猪
苗
代
湖
方
面
に
向
か
っ
た
。

周
囲
は
緑
に
あ
ふ
れ
て
お
り
、
色
と
り

ど
り
の
花
々
が
日
差
し
に
鮮
や
か
に
発

色
し
な
が
ら
風
に
揺
ら
れ
て
い
る
。
市

街
を
離
れ
る
に
つ
れ
田
畑
が
多
く
目
に

つ
く
。
田
植
え
が
終
わ
っ
た
ば
か
り

な
の
か
緑
の
苗
が
顔
を
出
し
て
お
り
、

た
っ
ぷ
り
と
張
ら
れ
た
水
に
青
空
が
涼

し
げ
に
映
る
。
米
ど
こ
ろ
郡
山
の
豊
穣

た
る
風
土
が
、
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
に
車

の
窓
を
過よ

ぎ

っ
て
い
く
。

　

三
森
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
て
、
風
車
が

幻
想
的
に
林
立
す
る
布
引
高
原
で
、
眼

下
に
広
が
る
猪
苗
代
湖
を
眺
め
た
。
午

後
は
、
湖
の
小
さ
な
砂
浜
に
も
下
り
、

し
ば
し
の
間
、
冷
た
い
水
に
手
や
足
を

浸
け
て
遊
ん
だ
。
夏
は
湖
水
浴
も
出
来

る
が
、
冬
に
は
強
い
季
節
風
が
吹
き
、

そ
の
波
し
ぶ
き
が
路
面
を
凍
結
さ
せ
る

た
め
、
一
気
に
外
界
か
ら
断
絶
さ
れ

た
世
界
と
な
っ
て
し
ま
う
厳
し
い
自
然

の
湖
だ
。
し
か
し
今
の
時
期
は
、
透
き

通
っ
た
水
が
そ
の
向
こ
う
に
磐
梯
山
の

雄
大
な
姿
を
抱
く
と
い
う
見
事
な
景
色

布引高原では畑の中
に風車が立ち並ぶ
幻想的な風景が広
がっていた。

水
と
風
の
町
郡
山

歴
史
と
物
語
の

狭
間
で

福島県郡山市
猪苗代湖畔の丘に建つルネッサンス風建築「天鏡閣」。
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い
う
菖
蒲
科
の
花
が
咲
く
と
い
う
。
そ

の
花
を
求
め
て
、
松
尾
芭
蕉
が
奥
の
細

道
で
わ
ざ
わ
ざ
立
ち
寄
っ
て
い
る
ら
し

い
。
公
園
に
は
神
社
が
作
ら
れ
、
現
在

は
八
月
の
「
う
ね
め
祭
り
」
の
拠
点
と

な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
私
が
訪
れ
た

時
は
ほ
と
ん
ど
人
も
お
ら
ず
、
安
積
采

女
の
寂
し
そ
う
な
た
め
息
が
聞
こ
え
て

き
そ
う
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
伝
説

の
眼
目
は
、
単
に
安
積
采
女
の
悲
劇
だ

け
に
と
ど
ま
ら
な
い
点
に
あ
る
。
つ
ま

り
〝
貧
し
さ
〟
と
〝
苛
税
〟
だ
。
い
わ
ば

安
積
采
女
は
そ
の
象
徴
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

か
つ
て
こ
の
辺
り
は
陸
奥
国
安
積

と
呼
ば
れ
、
多
賀
城
の
あ
る
国
府
も

な
り
古
い
時
代
の
古
墳
が
あ
っ
た
。
幾

つ
も
の
時
代
が
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
交
差

し
、
そ
こ
へ
、
土
地
の
人
々
の
思
い
が

流
れ
込
ん
で
く
る
。
そ
れ
が
伝
説
と
い

う
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
奈
良
時
代
に
、
年
貢
の
免
除

と
引
き
換
え
に
采う

ね

女め

に
な
る
た
め
泣
く

泣
く
奈
良
の
都
に
渡
っ
た
安あ

積さ
か

采
女
と

呼
ば
れ
る
女
性
が
い
た
。
彼
女
は
都
か

ら
逃
げ
て
故
郷
へ
戻
っ
た
が
、
年
貢
を

心
配
し
た
土
地
の
者
の
態
度
や
、
婚
約

者
の
死
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
入
水
自

殺
を
し
て
し
ま
う
。「
う
ね
め
公
園
」
に

そ
の
こ
ぢ
ん
ま
り
し
た
池
は
あ
り
、
季

節
に
な
る
と
辺
り
に
は
采
女
の
生
ま
れ

変
わ
り
と
言
わ
れ
る
〝
花
か
つ
み
〟
と

い
た
、
郡
山
市
と
そ
の
周
辺
の
安
積
原

野
の
た
め
の
飲
料
、
農
業
用
水
の
こ
と

で
あ
る
。
明
治
維
新
の
折
、
維
新
政
府

に
反
抗
す
る
士
族
た
ち
の
士
気
を
開
墾

に
向
け
さ
せ
る
た
め
、
政
府
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
一
つ
と
し
て
行
わ
れ
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
旧
藩
士
ら
二
千
人
が

郡
山
に
移
住
し
、
奥
羽
山
脈
を
削
り
、

貫
き
、
三
年
か
け
て
は
じ
め
て
猪
苗
代

湖
を
太
平
洋
東
側
に
通
水
し
た
。
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
の
が
、
明
治
五
年
に
来

日
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
技
術
者
フ
ァ
ン
・

ド
ー
ル
ン
の
疎
水
へ
の
貢
献
だ
。
彼
は

測
量
や
設
計
を
基
に
綿
密
な
土
地
の
調

査
を
し
、
湖
の
水
位
を
変
え
ず
に
水
を

引
く
画
期
的
な
水
路
コ
ー
ス
を
開
発
し

た
。
十
六
橋
の
辺
り
に
、
彼
の
堂
々
た

る
姿
の
銅
像
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
疎

水
の
灌
漑
区
域
は
九
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
に

も
な
り
、
郡
山
地
方
は
続
々
と
開
墾
さ

れ
、
人
も
大
勢
増
え
た
。
昭
和
三
十
年

代
に
作
ら
れ
今
で
も
使
用
さ
れ
て

い
る
、
安
積
疏
水
を
高
台
の
田
ま

で
引
く
た
め
の
サ
イ
ホ
ン
式
と
呼

ば
れ
る
宙
に
浮
い
た
よ
う
な
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
水
路
に
、
人
々
の
豊

か
さ
へ
の
願
い
と
強
靱
な
意
志
を

ひ
し
ひ
し
と
感
じ
る
。

　

現
在
は
歴
史
博
物
館
と
な
っ
て

い
る
安
積
高
等
学
校
の
旧
本
館
に

立
ち
寄
っ
た
。
開
拓
の
様
子
や
、
各
界

で
活
躍
す
る
卒
業
生
た
ち
の
こ
と
が
わ

か
る
。
エ
ア
コ
ン
が
効
い
て
い
る
わ
け

で
も
な
い
の
に
、
ひ
ん
や
り
と
落
ち
着

い
た
空
気
が
心
地
良
い
。
明
治
に
建
て

ら
れ
た
建
物
は
、
天
井
が
高
く
、
シ
ャ

ン
デ
リ
ア
の
あ
る
大
講
堂
な
ど
、
随
所

に
洋
風
の
匂
い
が
す
る
。
広
々
と
し
た

鹿
鳴
館
造
り
の
バ
ル
コ
ニ
ー
で
受
け
た

さ
わ
や
か
な
風
に
頭
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

さ
せ
つ
つ
、
安
積
開
拓
の
中
心
的
な
役

割
を
担
っ
た
事
務
所
が
あ
っ
た
「
開
成

館
」
を
訪
れ
た
。
明
治
七
年
の
建
築
で

あ
る
が
、
ま
だ
地
方
に
洋
風
建
築
の
技

法
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
時
代
で
あ
っ
た

た
め
、
大
工
た
ち
が
西
洋
の
建
物
を
想

像
し
な
が
ら
建
て
た
と
い
う
、
擬
洋
風

建
築
だ
。
西
洋
風
と
い
う
よ
り
、
ど
こ

か
中
国
風
に
も
見
え
る
バ
ル
コ
ニ
ー
の

つ
い
た
三
階
建
て
の
外
観
は
、
浦
島
太

郎
の
龍
宮
城
を
な
ぜ
か
想
像
さ
せ
る
。

萩姫伝説が残る五百川は磐梯熱海温泉街を流れている。

の
物
語
に
は
独
特
の
趣
が
あ
る
。

　

静
が
入
水
し
た
と
い
う
「
美
女
ヶ

池
」、
そ
し
て
彼
女
の
墓
と
、
石
碑
の

あ
る
「
静
御
前
堂
」
も
訪
れ
た
。
深
々

と
広
い
美
女
ヶ
池
に
は
現
在
、
鯉
が
養

殖
さ
れ
て
い
る
。
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手

さ
ん
に
よ
る
と
、
郡
山
の
鯉
料
理
は
有

名
ら
し
い
。
静
の
墓
は
、
お
堂
の
横

に
、
乳
母
や
侍
従
の
墓
と
並
ん
で
ひ
っ

そ
り
と
建
っ
て
い
た
。
石
碑
は
お
堂
の

下
に
あ
り
、
屈
み
込
ま
な
い
と
よ
く
見

え
な
い
。
こ
の
石
碑
は
静
御
前
の
死
後

四
百
年
も
経
っ
た
戦
国
時
代
に
発
見
さ

れ
、
お
堂
が
建
て
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。

年
月
を
経
て
何
度
も
再
建
さ
れ
て
い
る

と
い
う
お
堂
の
裏
手
に
は
、
な
ぜ
か
か

い
う
不
動
明
王
の
御
告
げ
を
受
け
て
、

は
る
ば
る
旅
を
し
て
き
た
公
卿
の
娘
萩は

ぎ

姫ひ
め

が
発
見
し
た
湯
だ
と
い
う
。
温
泉
の

お
か
げ
で
萩
姫
が
長
い
間
苦
し
ん
で
い

た
病
は
完
治
し
た
。
五
百
本
目
の
川
は
、

五ご

百ひ
ゃ
く

川が
わ

と
呼
ば
れ
、
今
は
そ
の
川
沿

い
に
紫
色
の
藤
の
花
が
咲
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
も
っ
と
昔
、
平
安
時
代
の
源

義
経
の
側
室
で
有
名
な
、
白
拍
子
の
静

御
前
の
伝
説
も
あ
る
。
逃
亡
中
の
義
経

を
追
っ
て
静
は
京
を
発
っ
た
が
、
郡
山

ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
義
経
の
死
を
知
り
、

落
胆
の
あ
ま
り
池
に
身
を
投
げ
て
し

ま
っ
た
の
だ
と
か
。
事
実
か
ど
う
か
は

問
題
で
は
な
く
、
凍
て
つ
く
よ
う
な
冬

に
炉
端
で
語
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
れ
ら

の
郡
山
か
ら
は
、
考
え
ら
れ
な
い
こ
と

で
あ
る
が
、
明
治
時
代
に
安
積
疎そ

水す
い

の

開
拓
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
、
大
き
な
湖

が
近
く
に
あ
る
の
に
水
路
が
な
か
っ
た
。

水
は
奥
羽
山
脈
か
ら
阿
武
隈
川
ま
で
の

短
い
流
程
に
依
存
す
る
し
か
な
く
、
水

田
に
水
が
行
き
渡
ら
ず
、
何
百
年
も
の

間
、
慢
性
的
な
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
た

土
地
だ
っ
た
。

　

安
積
疎
水
と
は
、
猪
苗
代
湖
よ
り
引

近
い
地
で
あ
っ
た
が
、
天
候
不
順
と

も
な
れ
ば
米
は
と
れ
ず
、
人
々
は
年
貢

の
取
り
立
て
に
苦
し
ん
だ
。
と
い
う

の
も
、
安
積
原
野
は
丘
陵
地
帯
が
ほ
と

ん
ど
で
、
水
利
が
悪
か
っ
た
。
そ
う
い

え
ば
、
昼
に
地
元
で
有
名
だ
と
い
う
蕎

麦
を
美
味
し
く
食
し
た
が
、
蕎
麦
文
化

が
発
達
し
て
い
る
土
地
は
元
来
、
痩
せ

た
土
地
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
穀
高
全
国
第
二
位
と
い
う
現
在

静御前が入水したといわれる美女ヶ池も今は鯉の養殖場だ。

静御前を哀れに思い、供養のために建立された静御前堂。

郡山最大の祭り「うねめ祭り」の拠点ともなる采女神社。

高台の田にも水を引くためのサイホン式水路が続いている。

安積高等学校は福島県唯一の中学校として開校。旧本館は現在、歴史博物
館となっている。

安積疎水の水路コースを設計
したオランダ人技術者ファン・
ドールン。

安積開拓の中心となった開成館。
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風
車
が
好
き
だ
。
ゆ
っ
く
り
と
回
る
翼

は
何
だ
か
も
の
言
い
た
げ
で
、
ず
っ
と
見
て

い
た
い
思
い
に
か
ら
れ
る
。
外
観
は
白
く
女

性
的
だ
が
、
風
車
の
中
は
雄
々
し
く
男
性

的
だ
。
ご
う
ご
う
と
渦
巻
く
風
を
摑
み
取

り
、
電
気
に
変
え
て
い
く
。
風
と
い
う
自

然
の
力
を
借
り
、
こ
の
地
上
に
す
っ
く
と
立

ち
な
が
ら
、
現
代
の
我
々
の
生
活
に
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
33
基
の
風

車
の
あ
る
郡
山
布
引
高
原
風
力
発
電
所
を

訪
れ
た
。
こ
の
発
電
所
は
、
今
年
の
２
月
に

営
業
運
転
が
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
地

上
64
メ
ー
ト
ル
、
翼
の
直
径
71
メ
ー
ト
ル
と

い
う
巨
大
な
風
車
た
ち
が
、
猪
苗
代
湖
を

見
下
ろ
す
高
原
に
林
立
し
て
い
る
姿
は
圧

巻
だ
。
ド
イ
ツ
製
の
風
車
か
ら
発
生
す
る

年
間
の
電
力
量
は
約
１
億
２
５
０
０
万
キ

ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
、
約
３
万
５
０
０
０
世
帯

郡
山
布
引
高
原
風
力
発
電
所分

の
年
間
消
費
電
力
量
に
相
当
す
る
。
日

本
最
大
の
規
模
で
あ
る
。
パ
ワ
ー
は
大
き
い

が
、
風
車
は
環
境
に
優
し
い
。
何
と
言
っ
て

も
二
酸
化
炭
素
を
出
さ
な
い
。
例
え
ば
乗

用
車
な
ら
年
間
約
６
万
６
０
０
０
台
分
の

排
出
量
に
相
当
す
る
Ｃ
Ｏ
２
を
削
減
出
来
る

と
い
う
。
発
電
所
の
あ
る
高
原
は
見
晴
ら

し
の
良
い
場
所
に
な
っ
て
お
り
、
眼
下
に
は

猪
苗
代
湖
が
海
の
よ
う
に
輝
い
て
い
る
。
こ

の
場
所
は
、
い
ま
や
ち
ょ
っ
と
し
た
観
光
名

所
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
郡
山
の
人
ら
し
い
家

族
連
れ
が
何
組
も
、
景
色
を
楽
し
ん
で
い

た
。
風
車
の
下
で
は
農
家
に
よ
っ
て
大
根
な

ど
の
高
原
野
菜
が
作
ら
れ
る
と
い
う
。
満

開
に
咲
い
た
可
憐
な
野
の
花
で
、
風
車
の

あ
る
高
原
は
所
々
柔
ら
か
な
黄
色
に
化
粧

さ
れ
て
い
る
。
私
も
風
の
旅
を
満
喫
し
た
。

2007年5月22〜23日取材

現
在
は
県
の
重
要
文
化
財
と
し
て
修
復

も
行
わ
れ
、
安
積
開
拓
に
関
す
る
資
料

の
展
示
施
設
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。

開
成
館
の
敷
地
内
に
保
存
さ
れ
て
い
る

安
積
開
拓
入
植
者
た
ち
が
暮
ら
し
た
家

屋
の
純
和
風
の
佇た

た
ずま

い
が
、
開
成
館
の

建
物
と
合
わ
せ
て
奇
妙
な
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
を
か
も
し
出
し
て
い
た
。

　

麓は

山や
ま

公
園
を
そ
ぞ
ろ
歩
き
、
疎
水
の

開
通
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た
と
い
う
公

園
内
の
小
さ
な
滝
の
音
に
耳
を
澄
ま
せ

つ
つ
、
時
の
中
で
生
ま
れ
た
多
く
の
物

語
を
思
っ
た
。
そ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な

要
素
が
交
差
し
、
絡
み
あ
っ
て
、
新
た

な
時
代
、
新
た
な
物
語
が
作
ら
れ
て
い

く
の
だ
ろ
う
。
今
の
豊
か
さ
と
美
し
い

景
色
の
底
に
流
れ
る
苦
悩
の
歴
史
を
風

化
さ
せ
な
い
た
め
に
。

株式会社JPハイッテク 風力事業部 佐藤隆審議役

安積疎水の完成を祝って明治15年に作られた麓山の滝。

◆設備の概要

所在地 福島県郡山市
湖南町赤津西岐

出　力
65,980kW

（2,000kW×32基、
1,980kW×1基）

年間発生
電力量 約12,500万kWh

受電会社 東京電力株式会社
運転開始 平成19年2月

松山藩（愛媛県）から安積に来た入植者の住居。質素な藁葺きの家。
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　今号では「ワーク・ライフ・バランス」
を特集として取り上げました。
　最近では、少子化問題や女性の育児支
援との関連で議論されることが多い印象
がありますが、実際に編集を進めるまで
ワーク・ライフ・バランスの概念をよく
理解できていませんでした。
　この点、本誌の巻頭対談で佐藤先生が

もよくわかりました。経営者は多様なラ
イフスタイルを持つ従業員を束ね、最大
の経営成果をあげる仕事の進め方、人事
制度を考える必要があるのです。
　本誌の編集を通して、ワーク・ライフ・
バランスは働く人個人の問題というより
もむしろ、企業経営にとって喫緊の重要
課題であると思います。（K）

述べられた、「ワーク・ライフ・コンフリ
クトがない状態」という定義はよく理解
できましたし、究極的には個々人が人生
をどう生きたいかという問題であり、人
生の中で仕事をどう位置付けるかが大切
だと感じました。
　一方、ワーク・ライフ・バランスは企
業経営にとっても大きな課題であること

編集後記

J-POWER Information
タイ国カエンコイ2ガス火力発電所─1号系列の運転開始
〜タイ国のIPPとして最大規模の大型ガス火力発電所〜

金
田
一 

秀
穂

きんだいち・ひでほ
杏林大学外国語学部教授。国語学者、評論家。1953年東京生まれ。
1983年東京外国語大学大学院博士課程修了。近著に『知っておきた
い 日本語コロケーション辞典』『ふしぎ日本語ゼミナール』など。

夏
の
暑
さ

SUMMER---Natsu
　

と
て
も
暑
い
こ
と
を
示
す
「
酷
暑
」
と
か
「
炎
暑
」
と
い
う
言
葉

は
、
最
近
の
新
聞
が
造
り
だ
し
た
言
葉
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

た
ら
、
そ
う
で
も
な
か
っ
た
。
ど
ち
ら
も
鎌
倉
時
代
ぐ
ら
い
に
は

使
わ
れ
て
い
る
。「
極
暑
」
と
い
う
の
も
あ
る
。
日
本
の
夏
は
昔
か

ら
暑
か
っ
た
の
だ
。
な
か
で
「
猛
暑
」
と
い
う
の
は
新
し
く
て
、
昭

和
初
期
か
ら
使
わ
れ
始
め
た
。

　

こ
う
い
う
言
葉
は
作
ろ
う
と
思
え
ば
作
れ
る
。
今
私
が
思
い
つ

い
た
の
は
、
例
え
ば
「
激
暑
」、
例
え
ば
「
熱
暑
」。
例
え
ば
「
爆
暑
」。

こ
の
な
か
で
、
ど
れ
が
一
番
暑
そ
う
だ
ろ
う
。
こ
の
暑
い
と
き
に

の
ん
き
す
ぎ
る
と
文
句
を
言
わ
れ
そ
う
だ
が
、
順
番
を
考
え
て
み

る
。
少
し
暑
さ
を
忘
れ
ら
れ
る
。

「
極
暑
」
は
、
暑
さ
が
極
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
一
番
暑

そ
う
だ
。
そ
の
次
が
問
題
で
あ
る
。「
炎
暑
」
は
、暑
さ
で
炎
が
立
っ

て
い
る
よ
う
だ
と
い
う
、
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
美
し
さ
さ
え
あ
る

言
葉
だ
と
思
う
。「
猛
暑
」
は
、
猛
々
し
い
暑
さ
を
表
現
し
て
、
暴

力
的
な
気
分
が
漂
う
。「
酷
暑
」
は
、
人
の
辛
さ
を
的
確
に
言
い
当

て
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
に
比
べ
て
「
激
暑
」
や
「
爆
暑
」
は
、
い
か
に
も
今
風
で
、

安
っ
ぽ
い
。「
熱
暑
」
は
冗
語
で
、
言
葉
に
美
し
さ
が
な
い
。
暑
さ

の
順
番
を
考
え
る
ま
で
も
な
く
、
言
葉
の
予
選
落
ち
で
あ
る
。

　

私
の
感
覚
で
は
、「
極
暑
」
が
一
番
暑
い
。「
炎
暑
」
と
「
猛
暑
」
の

間
に
「
酷
暑
」
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う 

な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
暑

さ
も
だ
ん
だ
ん
ひ
ど
く
な
っ
て
く
る
と
、
し
の
ぎ
や
す
さ
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
忘
れ
、
そ
の
暑
さ
自
体
を
評
価
し
た
く
な
る
。
そ

ん
な
気
分
で
、
暑
さ
を
乗
り
切
り
ま
し
ょ
う
。

　

さ
て
問
題
、
こ
の
稿
に
幾
つ
「
暑
」
と
い
う
字
が
使
わ
れ
て
い
る

で
し
ょ
う
。

Illustration by 鯰江光二

表2　J-POWERの海外プロジェクト一覧（営業運転中のもの）6月末現在

国・地域 プロジェクト名 発電形態 出力
（万kW）

当社持
分（％）

米　国

テナスカ・フロン
ティア ガス（コンバインドサイクル） 83.0 31

エルウッド・エナ
ジー ガス（シンプルサイクル） 135.0 24.9

フィリピン
レイテ 地熱 4.9 10

CBK 水力 72.8 50

中　国 天石（テンセキ） ボタ火力 5.0 24

タ　イ

ロイエット バイオマス（モミ殻） 0.9 25

ラヨン ガス（コンバインドサイクル） 10.6 20

タイオイルパワー ガス（コンバインドサイクル） 11.4 19

インデペンデント
パワー ガス（コンバインドサイクル） 70.0 11

ガルフ・コジェネ（カ
エンコイ） ガス（コンバインドサイクル） 10.8 49

サムットプラカン ガス（コンバインドサイクル） 11.5 49

ノン・ケー ガス（コンバインドサイクル） 11.2 49

ヤラ バイオマス（ゴム木廃材） 2.0 48

カエンコイ2（1号
系列） ガス（コンバインドサイクル） 73.4 49

台　湾 嘉恵（チアフイ） ガス（コンバインドサイクル） 67.0 40

合　計 5ヵ国・地域 15件 569.5 189.9
万kW

　Ｊパワーが出資するタイ国のガルフ・パワー社（Ｊ
パワーの出資比率49％）が建設していたカエンコイ
2発電所のうち1号系列（73.4万kW）が営業運転を始
めました。なお、残る2号系列（73.4万kW）は来年3
月の運転開始に向け順調に工事を行っています。
　カエンコイ2発電所は、タイ国サラブリ県カエンコ
イ地区において平成16年12月から建設を進めていた
もので、同国のIPP（独立系発電事業者）としては最
大規模の大型ガス火力発電所です。同発電所の発電
電力は、タイ国電力公社（EGAT）とガルフ・エレク
トリック社（Ｊパワーの出資比率49％）の100％子会
社であるガルフ・パワー社との間で締結された電力
購入契約に基づき、EGATへ販売されます。
　6月末現在、Ｊパワーが出資する海外IPPプロジェ
クトは、本件を含めて6 ヵ国・地域で16件あり、そ
のうち営業運転中のものは15件・出力合計569.5万
kW（持分比率では189.9万kW）となります。
表1　カエンコイ発電所の概要

地　　点 タイ国サラブリ県カエンコイ
（バンコクから北へ約110km）

発電方式 ガスコンバインドサイクル

出　　力 146.8万kW（73.4万kW×2）

燃　　料 天然ガス

スキーム BOO方式（Build, Own and Operate方式）

事業会社名
ガルフ・パワー社

（英文名：Gulf Power Generation Company Limited）
※ ガルフ・エレクトリック社（Jパワー49％）の100％子会

社

販売先及び
購入契約期間

［販売先］タイ電力公社（EGAT）
［電力購入契約期間］25年間

保守運営 事業会社（ガルフ・パワー社）が実施

工　　程
平成16年12月　着工
平成19年5月 1号系列運転開始
平成20年3月 2号系列運転開始（予定）

カエンコイ2発電所1号系列

バンコク

カエンコイ2発電所
タイ

カンボジア

ラオス

ベトナム

ミャンマー




