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余
暇
と
は
、一
般
に「
仕
事

以
外
の
、私
の
た
め
の
時

間
。
暇
な
時
間
」
と
理
解

さ
れ
る
。し
か
し
、こ
の
余

暇
を
、た
ん
な
る
暇
以
上

の
存
在
、た
と
え
ば
、そ
の

人
本
来
の
創
造
性
を
秘

め
た
時
間
と
捉
え
、「
ほ
ん本

 

か暇
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
可
能

だ
ろ
う
か
？　

余
暇
を
創

造
的
な
時
間
＝
本
暇
へ
と

転
換
す
る
た
め
に
、有
限

な
時
間
を
ど
の
よ
う
に
活

か
す
べ
き
か
。
本
特
集
で

は
、余
暇
、ひ
い
て
は
時
間

に
つ
い
て
再
考
す
る
た
め

に
、さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か

ら
検
討
を
加
え
て
み
る
。

創
造
的
な
時
間
へ
の
転
換
術
余
暇

か
ら

本
暇
へ

特
集

Beyond ON-OFF
Special Feature

Photograph by Iw
ago M

itsuaki

い
つ
も
寝
て
い
る
こ
と
か
ら

そ
の
名
が
付
い
た
と
も
言
わ
れ
る
ネ
コ
。

彼
ら
は
、暇
を
持
て
余
し
て
い
る
の
か
、

は
た
ま
た
深
遠
な
思
索
を

重
ね
て
い
る
の
か
。

文
・
三
浦
俊
幸

料
理
人
、
野
菜
農
家
。

中
医
学
や
東
洋
医
学
と

食
事
と
の
融
和
を
実
践
。

現
在
、
長
野
県
で
野
菜

を
作
り
注
文
販
売
も

行
っ
て
い
る
。

画
工
。
日
常
に
潜
む
非

日
常
の
可
笑
し
み
を
観

察
し
画
帖
に
描
き
と
め

る
。
著
書
に
『
旧
暦
ラ

イ
フ
温
故
知
新
』
な
ど
。

三
浦
氏
と
の
共
著
に
『
七

十
二
候
美
味
禮
讚
』。

画
・
川
口
澄
子

夏
か
ら
秋
へ

暑
い
時
期
に

体
調
を
整
え
る

植
物

季
の

恵
み

Kino
Megumi

From
Summer

to
Fall最

近
は
観
葉
植
物
と
し
て
、

庭
先
や
鉢
植
え
な
ど
で
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

耐
寒
性
、常
緑
性
を
兼
ね
備
え
、

虫
除
け
に
な
り
、料
理
に
も
使
え
る
。

実
に
重
宝
な
植
物
で
あ
る
。歴
史
は
古
い
。

地
中
海
沿
岸
の
原
産
で
、古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
於
い
て
、

儀
式
、医
学
、料
理
に
重
用
さ
れ
て
い
た
。

夏
の
屋
内
は
逃
げ
場
に
困
る
ほ
ど
冷
房
が
効
い
て
い
て
、

体
が
冷
え
切
っ
て
し
ま
う
。

そ
ん
な
と
き
は
、湯
船
に
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
の
精
油
を

２
〜
３
滴
た
ら
し
て
入
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

縮
こ
ま
っ
て
こ
わ
ば
っ
た
筋
肉
が
ほ
ぐ
れ
、

頭
の
中
が
す
っ
き
り
す
る
。

ロ
ー
ズ
マ
リ
ー

R
osem

ary

農
作
業
の
合
間
に
茄
子
を
か
じ
っ
て
熱
中
症
を
防
ぐ
、

と
い
う
と
大
袈
裟
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

実
の
９
割
以
上
が
水
分
。

そ
の
場
で
も
い
で
食
べ
る
茄
子
は

ペ
ッ
ト
・ボ
ト
ル
な
ど
か
ら
摂
る
水
分
よ
り
も
体
に
浸
み
る
。

「
冷
え
た
る
人
は
食
す
べ
か
ら
ず
」と
言
う
が
そ
の
通
り
。

体
の
裡
が
ひ
ん
や
り
と
す
る
。

水
茄
子
に
蓄
え
ら
れ
た
水
分
は
殊
に
甘
い
。

一
夜
漬
け
な
ど
は
瑞
々
し
く
て
喉
が
鳴
る
。

日
射
し
が
強
く
な
る
前
の
皮
が
軟
ら
か
い
う
ち
は

生
の
ま
ま
味
噌
を
つ
け
て
か
じ
る
の
が
う
ま
い
。

水
茄
子

E
gg-plant

平
安
時
代
の
女
房
装
束
の
よ
う
な
、

重
な
り
合
っ
た
色
目
が
美
し
い
み
ょ
う
が
。

夏
場
に
限
ら
ず
、食
欲
を
そ
そ
ら
れ
る
。

香
り
に
含
ま
れ
るα
｜
ピ
ネ
ン
と
い
う
成
分
は
、

血
管
を
拡
張
し
て
血
行
を
促
進
す
る
。

体
の
隅
々
に
血
が
い
き
渡
る
こ
と
で

部
分
的
に
溜
ま
っ
た
熱
が
拡
散
し
、体
温
が
下
が
る
。

血
の
巡
り
が
良
く
な
れ
ば
、頭
も
冴
え
る
。心
も
落
ち
着
く
。

願
っ
た
り
叶
っ
た
り
と
い
う
わ
け
だ
。

大
酒
神
社
の
摩
多
羅
神（
ま
た
ら
し
ん
。念
仏
、或
い
は
芸
能
の
神
）

が
手
に
し
て
い
る
の
は
み
ょ
う
が
。

う
ち
に
籠
っ
た
熱
を
払
っ
て
心
を
穏
や
か
に
。

さ
す
れ
ば
道
も
開
け
る
と
い
う
こ
と
か
。

み
ょ
う
が

Japanese G
inger

大
豆
を
未
熟
の
う
ち
に
食
す
る
枝
豆
。

子
ど
も
時
代
の
、夏
の
お
や
つ
の
定
番
で
あ
っ
た
。

湯
掻
き
た
て
に
粗
塩
。

竹
で
編
ん
だ
ざ
る
の
上
か
ら
、湯
気
が
も
う
と
上
が
る
。

こ
れ
を
陽
射
し
の
届
か
ぬ
部
屋
で
食
べ
た
。

枝
豆
は
、体
内
の
水
分
調
整
に
効
を
奏
す
。

少
な
け
れ
ば
保
ち
、多
け
れ
ば
出
す
、と
い
う
働
き
が
あ
る
。

栄
養
価
が
高
い
だ
け
で
な
く
、

夏
の
体
調
管
理
に
も
都
合
が
良
い
と
い
う
わ
け
だ
。

枝
豆
の
よ
う
な
お
や
つ
は
、

食
物
の
成
分
が
ど
う
こ
う
言
わ
れ
だ
す
前
か
ら
普
通
に
あ
っ
た
。

今
も
こ
れ
か
ら
も
、そ
う
で
あ
っ
て
欲
し
い
。

枝
豆

G
reen Soybeans

猛
暑
、冷
房
、

朝
晩
の
寒
暖
差
…
…
。

7
月
か
ら
10
月
は
、

と
か
く
体
調
も
崩
れ
が
ち
。

大
地
の
力
で
体
を
整
え
て
、

爽
や
か
な
秋
を

迎
え
た
い
も
の
で
す
。



・将来について、不安よりも希望のほうが大きいか
・仕事上の良好な人間関係が築けているか
・社会から正当に評価されているか

仕事中心の生活で、
余暇や社会貢献への

取り組みは平均的な人々。

日本人グループ

余暇を家庭サービスに
充てることには前向き。
それ以外は総じて
消極的な人々。

家庭人グループ

・家族や知人が健康か
・生活が寂しくないといえるか
・自分にとって大切な人が幸せか
・良好な友人関係が築けているか

余
暇
と
は
何
か

「
余
暇
」
と
い
う
語
は
「
余
り
（
あ
ま
り
）」「
暇
（
ひ
ま
）」
と
い
う
、

積
極
的
イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
さ
せ
な
い
言
葉
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
た

め
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
価
値
を
持
た
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
生
活
者
が
幸
福
を
実
感
し
た
り
、
家
族
と
の
交
流
や
健
康
を
実

現
し
た
り
す
る
た
め
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
時
間
で
あ
る
。

　
で
は
余
暇
と
は
何
な
の
か
。
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
。
例
え
ば
、

経
済
学
で
は
余
暇
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
ま
ず
１
日
（
24
時

間
）
の
う
ち
、
生
き
て
い
く
た
め
に
不
可
欠
な
、
睡
眠
、
食
事
な
ど
に
必

要
な
時
間
を
除
い
た
広
義
の
可
処
分
時
間
を
計
算
す
る
。
次
に
個
人
は
、

そ
の
可
処
分
時
間
を
「
労
働
」
と
「
余
暇
」
に
振
り
分
け
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
人
に
よ
っ
て
は
仕
事
が
生
き
が
い
で
あ
る
と
か
、
余
暇
と

の
境
目
を
意
識
し
て
い
な
い
と
い
う
人
も
い
る
。
睡
眠
や
食
事
も
必
要
以

上
に
時
間
を
費
や
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
余
暇
的
な
意
味
が
存
在
す
る

と
も
考
え
ら
れ
る
。
余
暇
と
い
っ
て
も
一
様
で
は
な
い
の
だ
。

　
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
で
は
、
余
暇
に
関
す
る
考
察

を
深
め
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
２
０
１
３
年
３
月
、「
生
活
に
お

け
る
余
暇
」
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
い
る
（
＊
）。

　
そ
の
結
果
、
人
に
よ
り
余
暇
の
イ
メ
ー
ジ
が
異
な
る
こ
と
、
余
暇
に
対

す
る
考
え
方
や
行
動
の
違
い
に
応
じ
て
グ
ル
ー
プ
分
け
が
で
き
る
こ
と
、

そ
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
余
暇
満
足
度
を
高
め
る
要
因
が
異
な
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
示
唆
を
得
た
。

　
余
暇
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、
余
暇
は
、

活
用
次
第
で
さ
ま
ざ
ま
な
創
造
力
を
発
揮
で
き
る
、
潜
在
的
価
値
の
大
き

い
生
活
資
源
で
も
あ
る
。
余
暇
の
持
つ
潜
在
的
可
能
性
を
活
性
化
す
る
こ

と
が
、
生
活
者
ひ
い
て
は
社
会
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
（
よ
い
生
き
方
）

に
つ
な
が
る
は
ず
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
今
ま
で
余
暇
に
対
す
る
深
い
洞
察
は

試
み
ら
れ
て
き
た
と
は
言
え
ず
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
や
生
活
者
ご
と
の
構
造
、

そ
の
活
性
化
を
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
に
つ
な
げ
る
た
め
の
ル
ー
ト
（
パ
ス
、

行
程
）
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
た
ち
は
余
暇
に
つ

い
て
も
っ
と
深
く
考
察
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
社
会
的
理
解

が
高
ま
っ
た
今
日
、
公
と
私
の
バ
ラ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
、「
私
」
の
時
間

を
い
か
に
活
性
化
す
る
か
が
、人
生
の
質（
ク
オ
リ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
）

を
問
う
う
え
で
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

余
暇
か
ら
本
暇
へ

　
本
特
集
で
は
、
余
暇
（
自
由
に
な
る
時
間
）
は
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ

る
べ
き
な
の
か
、
ま
た
、
ど
う
す
れ
ば
そ
の
時
間
を
作
り
だ
す
こ
と
が
で

き
る
の
か
、参
考
と
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
や
知
見
を
紹
介
し
た
い
。ま
た
、

今
後
、余
暇
と
い
う
も
の
を
、も
っ
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
存
在
、例
え
ば「
本

暇
」
と
い
う
言
葉
で
捉
え
直
す
こ
と
で
、
よ
り
効
果
的
な
時
間
活
用
へ
と

つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
も
提
案

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

＊大阪ガス エネルギー・文化研究所が毎年
行っているネット調査「ライフスタイルに関する
アンケート」。上の図は、このアンケート結果をも
とに作成した。余暇や時間活用に関する7つの
質問への回答内容をもとに生活者を5つのグ
ループに分け、グループごとに余暇満足度と関
係する要因と思われるものを導き出してある。
調査結果の分析に関する詳細は、大阪ガス 
エネルギー・文化研究所のWEBサイトに掲載。

は
じ
め
に
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「
余
暇
」に
つ
い
て
再
考
す
る

満足な余暇のためには何が必要ですか？

2CEL July 20133 CEL July 2013

・物価が安定しているか
・貧困に陥る懸念が小さいか

・仕事時間の削減と余暇時間の増加が可能か
・社会から正当に評価されているか

余暇は
個人の時間を重視して
過ごしたい人々。

余暇の満足度に
関係する
要因

余暇に対する考え方を
もとにした５つのグループと

その特徴

個人グループ

余暇を利用して公的課題にも
積極的にコミット。

全般的にアクティブな人々。

公共人グループ

・所得が多いか
・趣味のサークルに参加しているか
・ボランティア活動に参加しているか

・道徳やマナーが守られている社会であるか

社会貢献志向はあるものの、
それほど余暇を

あてているわけではない。
仕事は義務と割り切る人々。

志人グループ

・よい社会と納得できるか
・地域の人との交流が多いか
・地域の治安が保たれているか

・町内会活動が盛んか

・有効な時間活用ができているか 
・こうありたいと願う自分を実現できているか

・束縛がなく自由か
全グループの共通項



大地に響く人生 のシンフォニー

農をなりわいとする人たちには、
「農閑期」という余暇がある。

この期間に集中的に
練習し、年に一度
コンサートを開く

ユニークなオーケストラが、
北海道にあるという。

余暇はいかにして芸術へと花開くのか。
代表の牧野時夫さんにうかがった。

牧野さんの手にあるのは、
自らが有機栽培で育てた「貝豆」。

インゲン豆の一種で北海道の在来種だ。

４月初旬、いまだ深い雪に覆われた畑に
愛用のバイオリンを持って立つ牧野さん。

農業従事者が主要団員の
「農民オーケストラ」を率いる。

取材・執筆／野村 麻里　撮影／名取 和久

1
Part

Special Feature / Beyond ON-OFF

特集／余暇から本暇へ　その 1
ドキュメント Document 北海道農民管弦楽団 4CEL July 2013



大自然のリズムとともにある農業。
その農閑期に練習を重ね、

年に一度、
披露目のコンサートを開く。

室内楽もできるドームハウスを建築中。
使っている北海道産カラマツには
ねじれる性質があり、ドーム向きという。

収穫した果実は
ジャムやジュースにして販売する。
写真はルバーブのジャム。Special Feature Part 1 / Document

清明な水を湛える余市川。
余市は、ウイスキーの醸造
所があるほど水のいい町と
して知られる。また北海道
の中では温暖な気候である
ため、果物の栽培が盛んだ。
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春
先
と
い
う
の
に
、
北
海
道
・
よ余 

い
ち市
は
一

面
の
雪
に
覆
わ
れ
て
い
た
。
真
っ
白
な
丘
の

斜
面
に
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
木
が
整
然
と
林
立
す

る
畑
で
、
牧
野
時
夫
さ
ん
が
枝
の
剪
定
に
励

ん
で
い
た
。
12
月
か
ら
翌
年
２
月
へ
と
続
い

た
約
３
カ
月
間
の
「
農
閑
期
」
を
終
え
、
次

の
実
り
に
向
け
て
の
作
業
が
始
ま
っ
て
い
る

の
だ
。

　
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
他
に
、
ブ
ド
ウ
、
リ
ン
ゴ
、

ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
カ
ボ
チ
ャ
、
ダ
イ
ズ
な
ど
多

品
種
の
作
物
を
す
べ
て
有
機
農
法
で
栽
培
す

る
牧
野
さ
ん
は
、
も
う
ひ
と
つ
、
別
の
顔
を

持
っ
て
い
る
。
農
業
に
関
わ
る
人
を
中
心
に

結
成
さ
れ
た
、
ユ
ニ
ー
ク
な
楽
団
の
代
表
と

し
て
の
顔
で
あ
る
。

農
民
だ
け
の

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

「
北
海
道
農
民
管
弦
楽
団
」、
通
称
「
農
民

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
」
は
、
１
９
９
４
年
夏
に
結

成
さ
れ
、
20
年
近
く
北
海
道
で
活
動
を
続
け

て
き
た
。
現
メ
ン
バ
ー
約
80
人
の
う
ち
、
農

業
従
事
者
が
十
数
名
、
他
に
農
業
試
験
場
の

研
究
所
員
や
農
業
改
良
普
及
員
、
大
学
の
農

学
教
師
、
農
業
を
学
ぶ
学
生
な
ど
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。
練
習
は
も
っ
ぱ
ら
農
閑
期
に
行

い
、
毎
冬
、
年
に
一
度
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
開

い
て
い
る
。

　
メ
ン
バ
ー
は
道
内
中
に
散
ら
ば
っ
て
い
る

の
で
、
ひ
と
た
び
練
習
と
な
る
や
、
遠
く
な
か中

  

し 

べ
つ

標
津
や
べ
つ別 

か
い海
、
び美 

ふ
か深
な
ど
、
何
百
㎞
も
離
れ

た
と
こ
ろ
か
ら
練
習
場
所
の
札
幌
に
集
ま
っ

て
く
る
。
全
員
が
揃
う
の
は
難
し
く
、
11
月

頃
か
ら
始
め
ら
れ
る
、
た
っ
た
10
〜
12
回
の

練
習
で
本
番
に
の
ぞ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

集
ま
る
機
会
の
少
な
さ
を
補
う
べ
く
、
時
に

合
宿
を
組
み
、
本
番
直
前
の
長
時
間
練
習
を

欠
か
さ
な
い
。
そ
れ
で
も
メ
ン
バ
ー
が
「
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
の
活
動
が
生
き
が
い
」「
農
閑

期
の
活
動
が
楽
し
み
だ
か
ら
、
春
夏
の
仕
事

を
頑
張
れ
る
」
と
言
っ
て
く
れ
る
と
嬉
し
い
、

と
牧
野
さ
ん
は
語
る
。

農
民
が

い
か
に
芸
術
を

興
せ
る
か

　
大
阪
生
ま
れ
の
牧
野
さ
ん
は
、
３
歳
で
バ

イ
オ
リ
ン
を
始
め
た
。
北
海
道
大
学
農
学
部

へ
進
み
、
大
学
の
交
響
楽
団
に
所
属
。
卒
業

後
は
、
山
梨
と
岡
山
で
ワ
イ
ン
メ
ー
カ
ー
に

勤
務
す
る
傍
ら
山
梨
交
響
楽
団
や
岡
山
交
響

楽
団
で
コ
ン
サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
を
務
め
る
な

ど
、
学
業
や
仕
事
と
演
奏
活
動
と
を
両
立
さ

せ
て
き
た
。
農
民
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
構
想
を

考
え
た
の
は
、
大
学
時
代
。
農
家
に
よ
る
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
を
つ
く
ろ
う
と
思
っ
た
理
由
を

「
田
舎
で
は
な
か
な
か
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
楽
し

む
機
会
が
な
い
し
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
聞
く
と

敬
遠
す
る
人
も
い
る
。
農
村
で
、
農
閑
期
の

間
に
、
何
か
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
こ
と
が
で

き
れ
ば
と
思
っ
た
ん
で
す
」

と
、
語
っ
て
く
れ
た
。

　
農
村
で
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
活
動
を
、
と

い
う
牧
野
さ
ん
に
は
、
大
き
な
先
人
の
影
響

が
あ
っ
た
。
宮
沢
賢
治
で
あ
る
。

　
作
家
で
あ
り
、
教
師
で
あ
り
、
農
民
で
も

あ
っ
た
賢
治
は
ま
た
、
音
楽
を
愛
す
る
人
で

も
あ
っ
た
。
不
器
用
な
チ
ェ
ロ
奏
者
の
物
語

『
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
』
を
書
き
、
自
身

も
チ
ェ
ロ
を
演
奏
し
『
星
め
ぐ
り
の
歌
』
と

い
っ
た
楽
曲
を
残
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
農

民
が
い
か
に
芸
術
を
興
せ
る
か
と
い
う
芸
術

論
『
農
民
芸
術
概
論
綱
要
』
も
著
し
た
。

　
賢
治
は
ま
た
、
農
学
校
の
教
師
を
辞
め
た

後
、
農
民
塾「
ら羅 

す須 

ち地 

じ
ん人
協
会
」を
開
い
た
が
、

こ
こ
で
は
農
業
技
術
を
教
え
る
だ
け
で
な
く
、

レ
コ
ー
ド
鑑
賞
会
を
開
い
た
り
、
楽
団
を
結

成
し
て
楽
器
の
練
習
に
励
ん
だ
り
も
し
て
い

た
と
い
う
。

「
僕
は
、
童
話
や
詩
よ
り
も
『
農
民
芸
術
概

論
綱
要
』
で
書
か
れ
た
よ
う
な
、
彼
の
生
き

方
に
興
味
が
あ
る
。
彼
が
や
ろ
う
と
し
た
こ

と
に
魅
か
れ
た
し
、
現
代
の
農
村
で
も
、
賢

治
が
理
想
と
し
た
生
き
生
き
と
し
た
文
化
は

ま
だ
実
現
で
き
て
い
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

時
代
は
違
う
け
れ
ど
、
自
分
が
達
成
で
き
た

ら
、
と
」

　
賢
治
没
後
80
年
に
あ
た
る
今
年
（
２
０
１

３
年
）
１
月
27
日
、
農
民
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
、

岩
手
・
花
巻
で
第
19
回
定
期
演
奏
会
を
開
き
、

「
岩
手
農
民
大
学
」
が
制
定
す
る
第
22
回
「
農

民
文
化
賞
」を
受
賞
し
た
。花
巻
で『
田
園
』

を
演
奏
で
き
た
の
は
よ
か
っ
た
、
と
牧
野
さ

ん
は
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
る
。
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン

の
交
響
曲
第
６
番
『
田
園
』
は
、
賢
治
が
最

も
愛
し
た
楽
曲
で
あ
り
、
第
１
回
コ
ン
サ
ー

ト
で
も
演
奏
し
た
、
思
い
出
深
い
曲
な
の
で

あ
る
。

生
き
る
こ
と
は
、

表
現
す
る
こ
と

　
練
習
の
合
間
に
は
、
音
楽
の
話
よ
り
も
む

し
ろ
農
業
の
話
を
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。

近
し
い
農
家
仲
間
だ
け
で
話
す
の
と
は
違
い
、

メ
ン
バ
ー
に
は
い
ろ
ん
な
分
野
の
農
業
関
係

者
が
い
る
。
研
究
者
と
、
多
様
な
角
度
か
ら

農
業
の
話
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
練
習
の

場
は
、
貴
重
な
情
報
交
換
の
場
に
も
な
っ
て

い
る
の
だ
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
を
始
め
て
か
ら
農
家
に
転
じ
た
人
も

い
る
と
い
う
。
そ
こ
が
普
通
の
ア
マ
チ
ュ

ア
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
は
違
う
と
こ
ろ
で
す
、

と
牧
野
さ
ん
。

「
音
楽
は
、
生
き
る
た
め
に
絶
対
に
必
要
な

も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
、
芸
術
の
な
い
世

界
に
生
き
る
価
値
が
あ
る
の
か
、
と
思
う
ん

で
す
。
人
間
に
生
ま
れ
て
き
た
か
ら
に
は
、

人
に
何
か
を
伝
え
た
い
。
そ
の
手
段
が
、
芸

術
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
」

　
娯
楽
と
し
て
享
受
す
る
だ
け
で
な
く
、
表

現
と
し
て
音
楽
を
や
る
こ
と
に
、
意
味
が
あ

る
の
だ
。

「
伝
え
た
い
こ
と
を
言
葉
に
す
る
の
は
難
し

い
。
で
も
音
楽
な
ら
、
言
葉
よ
り
も
ス
ト
レ

ー
ト
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
農
家
が

や
っ
て
い
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
だ
か
ら
伝
わ
る

も
の
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
農
業
は
食

べ
て
い
く
た
め
の
手
段
で
す
が
、
農
業
を
や

っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
好
き
な
音
楽
も
で
き

る
ん
で
す
」

　
牧
野
さ
ん
は
、
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
の
手
配

や
宣
伝
な
ど
の
準
備
作
業
も
担
う
。
同
じ
会

場
を
使
え
ば
多
少
楽
に
な
る
が
、
手
間
を
か

け
て
も
毎
回
会
場
を
変
え
て
い
る
。
道
内
中

に
メ
ン
バ
ー
が
い
る
し
、
よ
り
多
く
の
人
に

演
奏
を
聴
い
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
か
ら
だ
。

　
メ
ン
バ
ー
の
男
女
の
割
合
は
半
々
く
ら
い

だ
が
、
年
齢
は
10
代
後
半
か
ら
70
代
と
、
実

に
幅
広
い
。
な
か
に
は
、
40
歳
を
過
ぎ
て
初

め
て
バ
イ
オ
リ
ン
を
弾
き
始
め
た
人
も
い
る

と
い
う
。

「
十
勝
の
農
家
で
、
始
め
た
頃
は
楽
譜
が
読

め
ず
に
全
部
暗
記
し
て
い
た
と
い
う
男
性
が

い
ま
し
た
よ
。
で
も
始
め
て
３
年
目
に
は
、

も
う
コ
ン
サ
ー
ト
に
出
て
い
ま
し
た
か
ら

ね
」

と
、
こ
と
も
な
げ
に
話
す
牧
野
さ
ん
。
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
に
い
ろ
ん
な
レ
ベ
ル
の
人
が
い

る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
問
題
で
は
な
い
の
だ
と

い
う
。

「
管
楽
器
は
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
お
い
て
は
、

基
本
的
に
ひ
と
り
で
１
パ
ー
ト
す
べ
て
を
吹

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
あ
る
程
度
は

で
き
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
が
、
バ
イ
オ
リ
ン

な
ど
の
弦
楽
器
は
大
人
数
で
１
パ
ー
ト
を
演

奏
す
る
の
で
、
極
端
に
言
え
ば
、
弾
け
る
と

こ
ろ
だ
け
弾
け
ば
い
い
（
笑
）。
コ
ツ
は
い

る
け
ど
、
初
心
者
で
も
弾
き
や
す
い
ん
で
す
。

チ
ェ
ロ
は
、
楽
器
の
構
え
方
が
比
較
的
簡
単

だ
か
ら
、
さ
ら
に
始
め
や
す
い
で
す
ね
」「
管

楽
器
は
、
肺
活
量
が
要
る
か
ら
70
代
く
ら
い

ま
で
か
な
。
弦
楽
器
な
ら
、
80
代
、
90
代
で

も
続
け
ら
れ
ま
す
よ
」

と
、
実
に
お
お
ら
か
な
の
だ
。

余
暇
が
育
て
た

芸
術

　
最
後
に
、
余
市
に
住
む
メ
ン
バ
ー
が
集
ま

っ
た
練
習
会
で
そ
の
演
奏
に
ふ
れ
る
こ
と
が

で
き
た
。
公
民
館
の
一
室
に
十
数
人
が
集
い
、

子
ど
も
ら
が
の
び
の
び
と
遊
び
、
譜
面
台
横

に
置
か
れ
た
ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
で
赤
ち
ゃ
ん
が

機
嫌
よ
く
笑
う
和
や
か
な
雰
囲
気
の
な
か
で

始
ま
っ
た
の
は
、
パ
ッ
ヘ
ル
ベ
ル
の
『
カ
ノ

ン
』
で
あ
る
。
部
屋
は
た
ち
ま
ち
温
か
な
空

気
で
満
た
さ
れ
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
に
あ
ふ

れ
た
演
奏
が
、
聴
く
者
の
心
を
優
し
く
包
み

こ
ん
で
い
く
よ
う
だ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
、

彼
ら
に
し
か
出
せ
な
い
、
唯
一
無
二
の
音
で

あ
ろ
う
。

　
農
業
と
い
う
労
働
で
結
ば
れ
た
人
た
ち
が
、

農
閑
期
と
い
う
余
暇
を
使
っ
て
や
る
か
ら
こ

そ
、
成
し
得
る
表
現
が
あ
る
。
賢
治
が
今
、

農
民
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
演
奏
を
聴
い
た
ら
、

ど
ん
な
に
か
喜
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。
ふ
と
そ

ん
な
想
像
を
し
て
し
ま
う
ほ
ど
、
音
楽
を
奏

で
る
幸
せ
に
満
ち
た
〝
時
間
〞
が
、
そ
こ
に

は
在
っ
た
。

農
業
関
係
者
と
いって
も

分
野
や
所
属
団
体
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
年
齢
も
幅
広
い
。

み
な
演
奏
を
心
か
ら
楽
し
ん
で
い
る
。

Special Feature Part 1 / Document

余市に住むメンバーで行う
練習は、公民館の一室で。
子どもらや赤ちゃんも交え、
リラックスした和やかな雰
囲気で演奏が始まる。
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『
三
勇
図
』（
松
浦
史
料
博
物
館
所

蔵
）。一
番
右
に
描
か
れ
て
い
る

の
が
、
本
稿
に
登
場
す
る
松
浦

静
山
公
。
隠
居
し
た
後
、
江
戸

時
代
史
料
と
し
て
も
貴
重
な
随

筆
『
甲
子
夜
話
』
を
な
し
た
。こ

の
画
は
、
静
山
公
が
、
松
代
藩

主
真
田
幸
貫
（
ゆ
き
つ
ら
）
と
黒

羽
藩
主
大
関
増
業
と
と
も
に
徳

川
斉
昭
の
も
と
に
招
か
れ
た
折

に
描
か
れ
た
と
い
う
。

隠
居
の
つ
と
め

江
戸
の
殿
様
は

い
か
に
文
化
的

「
余
生
」を

す
ご
し
た
か

江
戸
時
代
の
武
家
社
会
に

は
、多
く
の「
隠
居
大
名
」

が
存
在
し
た
。「
ご
隠
居
」

と
聞
き
、さ
ぞ
暇
を
持
て

あ
ま
し
て
お
い
で
か
と
思

い
き
や
、意
外
な
ほ
ど
忙
し

く
文
化
活
動
を
行
っ
て
い
た

の
が
、か
れ
ら
隠
居
大
名
。

現
代
人
が
時
間
の
使
い
方

を
考
え
る
上
で
も
、お
お
い

に
参
考
と
す
べ
き
生
き
方

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

�2
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か
と
う
・
ひ
で
と
し
／
１
９
３
０
年
、
東
京
生
ま
れ
。

一
橋
大
学
卒
業
後
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助

手
、
同
教
育
学
部
助
教
授
、
学
習
院
大
学
教
授
、
放

送
大
学
教
授
な
ど
を
歴
任
。
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学

な
ど
海
外
の
大
学
で
も
研
究
・
教
育
に
従
事
し
た
。

現
在
、
中
部
大
学
学
術
顧
問
。
社
会
学
博
士
。

�K�a�t�o�u�	�H�i�d�e�t�o�s�h�i

�h�t�t�p�:�/�/�h�o�m
�e�p�a�g�e�3�.�n�i�f�t�y�.�c�o�m

�/�k�a�t�o�d�b�/

文
化
人
と
し
て

生
き
た

殿
様
た
ち

　
徳
川
時
代
の
日
本
は
３
０
０
ち
か
い
藩
に
わ
か
れ
て
い
た
。『
江
戸
諸
藩
要
覧
』

と
い
う
書
物
を
み
る
と
、
加
賀
１
０
０
万
石
の
よ
う
な
大
藩
が
あ
る
か
と
お
も
え
ば

き喜 

つ
れ連 
が
わ川
５
０
０
０
石
と
い
っ
た
か
わ
い
ら
し
い
藩
も
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
に
は
３
０

０
人
ほ
ど
の
「
殿
様
」
が
お
ら
れ
た
の
だ
。

　
だ
が
、
19
世
紀
は
じ
め
の
文
政
年
間
に
な
る
と
そ
の
３
分
の
１
に
あ
た
る
１
０
０

ほ
ど
の
藩
は
「
隠
居
大
名
」
と
い
う
先
代
藩
主
を
か
か
え
て
い
た
。
つ
ま
り
一
定
の

年
齢
に
達
し
た
殿
様
は
家
督
を
息
子
な
り
縁
者
な
り
に
ゆ
ず
っ
て
、
藩
政
と
い
う
政

治
の
実
務
か
ら
引
退
し
「
隠
居
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
「
隠
居
大
名
」
は
、
こ
れ
と
い
っ
て
し
ご
と
も
な
く
、
生
活
の
ほ
う
は

ち
ゃ
ん
と
現
役
の
藩
主
が
み
て
く
れ
て
い
る
か
ら
べ
つ
だ
ん
不
自
由
も
な
い
。
好
き

な
こ
と
を
や
っ
て
余
生
を
す
ご
せ
ば
よ
ろ
し
い
、
と
い
う
結
構
な
ご
身
分
。
し
か
し
、

た
だ
ボ
ン
ヤ
リ
と
毎
日
を
す
ご
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
「
元
」
殿
様
た

ち
の
お
お
く
は
隠
居
し
て
も
、
い
や
隠
居
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
な
す
べ
き
「
つ
と

め
」
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。

　
い
っ
た
い
、
そ
の
「
つ
と
め
」
と
は
な

に
か
。
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
「
文
化
人
」

と
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
古
い
と
こ

ろ
で
い
え
ば
「
水
戸
の
ご
老
公
」
こ
と
水

戸
光
圀
は
元
禄
４
（
１
６
９
１
）
年
、
64

歳
の
と
き
に
に
家
督
を
甥
の
つ
な綱 

え
だ条
に
ゆ
ず

っ
て
か
ら
は
西
山
荘
に
隠
居
し
て
梅
里
と
号
し
、
領
内
の
文
化
財
保
護
に
あ
た
っ
た

り
『
大
日
本
史
』
と
い
う
大
著
の
編
纂
に
手
を
つ
け
た
。
こ
の
大
著
は
そ
の
後
、
水

戸
藩
に
う
け
つ
が
れ
、
幕
末
の
「
水
戸
学
」
の
基
盤
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ

い
で
な
が
ら
、
あ
の
「
漫
遊
記
」
は
の
ち
、
講
談
師
が
創
作
し
た
も
の
。
ホ
ン
モ
ノ

の
光
圀
は
ひ
た
す
ら
学
究
の
道
を
あ
ゆ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
ド
ラ
マ
『
水
戸
黄
門
』
の
な
か
で
悪
役
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
柳
沢
吉

保
も
じ
つ
は
た
い
へ
ん
な
文
化
人
で
あ
っ
た
。
将
軍
綱
吉
の
そ
ば側 

よ
う用 

に
ん人
、
つ
ま
り
秘
書

官
の
よ
う
な
要
職
に
あ
っ
た
吉
保
は
殿
様
と
し
て
は
川
越
藩
８
万
石
。
こ
の
ひ
と
は

お
ぎ
ゆ
う

荻
生 

そ徂 

ら
い徠
を
は
じ
め
儒
学
者
の
パ
ト
ロ
ン
に
な
り
、
学
問
を
奨
励
し
た
が
、
和
歌
に

あ
か
る
い
歌
人
。
壮
大
な
庭
園
を
み
ず
か
ら
設
計
し
、
７
年
の
歳
月
を
か
け
て
完
成

さ
せ
た
。『
古
今
和
歌
集
』
の
序
文
に
書
か
れ
た
和
歌
の
六
つ
の
モ
チ
ー
フ
に
ち
な

ん
で
こ
の
庭
園
を
「
り
く六 

ぎ義 

え
ん園
」
と
名
づ
け
、
み
ず
か
ら
の
隠
居
所
を
こ
の
庭
園
の
そ

ば
に
つ
く
っ
た
。
柳
沢
家
は
代
々
こ
の
庭
園
を
う
け
つ
ぎ
、
孫
の
の
ぶ信 

と
き鴻
は
源
氏
物
語

か
ら
誹
諧
ま
で
手
を
の
ば
し
た
文
学
者
。
さ
ら
に
し
ば
し
ば
劇
場
に
も
足
を
は
こ
ん

で
歌
舞
伎
の
劇
評
か
ら
芝
居
茶
屋
の
献
立
ま
で
を
記
録
に
の
こ
し
て
い
る
。

　
そ
れ
か
ら
１
世
紀
が
経
過
し
て
、
こ
ん
ど
は
松
平
定
信
と
い
う
人
物
が
あ
ら
わ
れ

た
。
宝
暦
８
（
１
７
５
８
）
年
の
生
ま
れ
で
吉
宗
の
孫
に
あ
た
る
か
ら
、
も
と
も
と

将
軍
候
補
者
の
ひ
と
り
だ
っ
た
が
、
あ
れ
こ
れ
の
事
情
か
ら
奥
州
白
河
の
藩
主
に
な

っ
た
。
た
い
へ
ん
な
秀
才
で
模
範
的
な
善
政
を
ほ
ど
こ
し
、
や
が
て
幕
府
に
登
用
さ

れ
て
老
中
に
任
命
さ
れ
る
。
こ
ん
に
ち
で
い
え
ば
地
方
県
知
事
が
総
理
大
臣
に
な
っ

た
よ
う
な
も
の
。
お
お
い
に
手
腕
を
ふ
る
っ
て
「
寛
政
の
改
革
」
の
中
心
人
物
と
な

っ
た
け
れ
ど
、
形
勢
利
あ
ら
ず
、
失
脚
し
て
ま
た
白
河
に
も
ど
っ
て
殿
様
。
そ
し
て

55
歳
の
と
き
に
隠
居
し
て
み
ず
か
ら
を
「
楽
翁
」
と
号
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
活
動

を
開
始
し
た
。
ま
ず
家
に
伝
わ
る
舞
楽
を
復
興
し
、
み
ず
か
ら
も
舞
の
稽
古
を
は
じ

め
た
。
ま
た
絵
画
に
も
興
味
を
も
ち
、
た
に谷 

ぶ
ん文 

ち
よ
う晁
を
は
じ
め
多
く
の
画
家
に
平
家
物

語
絵
巻
な
ど
を
描
か
せ
た
。
庭
の
植
物
を
あ
つ
め
て
図
鑑
を
つ
く
っ
た
り
、
医
学
、

薬
学
に
手
を
の
ば
し
て
保
健
衛
生
に
関
す
る
書
物
を
編
纂
し
た
り
、
そ
う
か
と
お
も

う
と
和
歌
を
詠
み
、
俳
句
に
し
た
し
み
、
茶
道
に
つ
い
て
の
著
書
も
あ
る
。
随
筆
も

１
冊
や
２
冊
で
は
な
い
。
そ
れ
に
こ
の
隠
居
大
名
は
政
治
家
と
し
て
は
禁
欲
に
徹
し

て
い
た
が
、
じ
つ
は
戯
作
文
学
に
も
手
を
だ
し
て
い
た
。
た
い
へ
ん
な
趣
味
人
と
い

う
べ
き
だ
ろ
う
。

　
こ
の
時
代
の
有
名
な
随
筆
家
と
し
て
は

九
州
松
浦
藩
の
ご
老
公
松
浦
静
山
の
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
殿
様
は
平

戸
６
万
石
で
定
信
と
同
時
代
人
。
か
れ
は

江
戸
に
と
ど
ま
っ
て
幕
府
の
要
職
に
つ
く

こ
と
を
夢
み
て
い
た
が
思
う
に
ま
か
せ
ず
、

結
局
文
化
３
（
１
８
０
６
）
年
、
47
歳
の
と
き
に
定
信
に
宛
て
て
隠
居
願
い
を
だ
す
。

隠
居
に
な
れ
ば
領
地
に
帰
る
必
要
も
な
い
し
、
隠
居
大
名
は
原
則
と
し
て
江
戸
居
住

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
静
山
は
こ
れ
を
機
会
に
本
所
の
下
屋
敷
に
ひ
き

こ
も
る
こ
と
に
な
っ
た
。
隠
居
と
い
っ
て
も
こ
の
お
屋
敷
、
敷
地
１
万
坪
。
毎
年
１

万
石
の
手
当
が
支
給
さ
れ
、
こ
の
敷
地
内
に
は
数
十
人
の
家
来
が
住
ん
で
い
た
か
ら

実
態
は
大
名
暮
ら
し
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
隠
居
所
に
出
入
り
す
る
の
は
町
人
、

僧
侶
か
ら
相
撲
取
り
ま
で
雑
多
で
、
み
ん
な
が
世
間
話
や
ゴ
シ
ッ
プ
を
も
っ
て
く
る
。

浮
世
絵
や
戯
作
に
も
興
味
を
も
ち
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
興
味
を
も
っ
た
。
そ
の
環
境

の
な
か
で
か
れ
は
み
ず
か
ら
の
経
験
だ
の
、
日
々
の
で
き
ご
と
、
読
書
記
録
な
ど
雑

多
な
内
容
で
コ
マ
メ
に
随
筆
を
書
き
つ
づ
け
た
。
静
山
の
隠
居
所
は
い
わ
ば
私
設
の

雑
誌
編
集
部
の
よ
う
な
も
の
。
そ
の
結
果
、
正
続
合
計
３
０
０
編
に
ち
か
い
『
か
つ甲 

し子

 

や夜 

わ話
』
が
う
ま
れ
た
。
当
時
の
政
界
か
ら
市
井
の
ウ
ワ
サ
話
ま
で
、
雅
俗
、
硬
軟
と

り
ま
ぜ
て
こ
の
随
筆
は
貴
重
な
史
料
に
な
っ
て
い
る
。

　
戯
作
と
い
え
ば
長
州
の
殿
様
毛
利
な
り斉 

も
と元
は
く
だ
け
た
こ
と
が
好
き
で
、
汁
粉
屋
の

し
か鹿 

つ都 

べ
の部 

ま真 

が
お顔
に
師
事
し
、
柳
桜
亭
、
つ
く
し
土
筆 

て
い亭 

わ和 

け気 

あ
り有
な
ど
と
ふ
ざ
け
た
俳
名
で
「
ぬ

し
の
心
に
誠
が
あ
ら
ば
、
つ
ら
い
つ
と
め
も
い
と
や
せ
ぬ
」
な
ど
と
い
う
色
っ
ぽ
い

俗
謡
ま
で
の
こ
し
て
い
る
。
こ
の
殿
様
の
側
室
は
戯
作
者
山
東
京
山
の
次
女
、
と
い

う
か
ら
念
が
入
っ
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と
行
き
過
ぎ
だ
が
イ
キ
な
殿
様
で
あ
る
。

　
こ
ん
な
事
例
を
と
り
あ
げ
て
い
っ
た
ら
キ
リ
が
な
い
。
儒
者
も
い
れ
ば
書
道
家
も

い
る
。
茶
人
と
し
て
名
高
い
ご
老
公
も
い
る
し
蘭
学
を
奨
励
し
た
隠
居
大
名
も
い
る
。

だ
い
じ
な
こ
と
は
日
本
の
「
ご
老
公
」
た

ち
の
す
く
な
か
ら
ぬ
部
分
が
い
ろ
ん
な
分

野
に
わ
た
っ
て
そ
の
「
余
生
」
を
文
化
的

貢
献
に
さ
さ
げ
た
「
文
化
人
」
で
あ
っ
た

と
い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。
戯
作
や
狂
歌

と
い
っ
た
大
衆
文
芸
は
武
士
と
町
人
と
い

う
階
級
の
壁
を
や
ぶ
る
重
要
な
役
割
を
は

た
し
た
。
教
科
書
が
教
え
る
よ
う
な
厳
格

な
階
級
制
度
が
実
質
的
に
江
戸
末
期
に
な

く
な
っ
て
い
た
の
も
隠
居
大
名
の
こ
う
し

た
活
動
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
だ
。

　
そ
の
業
績
は
現
代
日
本
に
も
継
承
さ
れ

て
い
る
。
さ
き
ほ
ど
の
六
義
園
は
特
別
史
跡
と
し
て
い
ま
も
東
京
に
健
在
だ
し
、
岡

山
の
池
田
家
の
蒐
集
品
は
そ
の
ま
ま
美
術
館
に
な
っ
て
い
る
。
尾
張
徳
川
家
の
厖
大

な
図
書
は
ほ
う蓬 

さ左
文
庫
と
い
う
図
書
館
に
な
り
、
金
沢
の
せ
い成 

そ
ん巽 

か
く閣
や
能
楽
美
術
館
は
、

い
ず
れ
も
加
賀
１
０
０
万
石
の
栄
光
を
つ
た
え
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
各
藩
の
殿
様
、

と
り
わ
け
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
隠
居
の
力
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
現
代
日
本
文
化
の

基
礎
は
江
戸
期
の
「
ご
老
公
」
が
つ
く
っ
た
も
の
だ
っ
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
カ
ネ
と
ヒ
マ
が
あ
る
の
だ
か
ら
当
然

じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
え
ば
そ
の
と
お
り

だ
が
、
じ
つ
は
カ
ネ
と
ヒ
マ
が
あ
る
か
ら

こ
そ
そ
れ
に
期
待
さ
れ
る
「
つ
と
め
」
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
む
ず
か
し
く
い
え
ば
「
ノ
ー
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ユ

高
貴
な
る
も
の
の
義
務
」
と
い
う
や
つ
。

し
か
し
、
だ
い
じ
な
こ
と
は
こ
れ
ら
歴
代
数
百
の
「
ご
老
公
」
は
隠
居
し
て
か
ら
は

じ
め
て
文
化
事
業
に
乗
り
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
か
れ
ら

は
現
役
の
殿
様
時
代
か
ら
学
問
や
芸
術
に
し
た
し
み
、
そ
の
集
大
成
と
し
て
隠
居
後
、

そ
れ
ぞ
れ
の
趣
味
の
世
界
に
没
頭
な
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
蓄
積
が
一
挙

に
開
花
し
た
の
だ
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ふ
だ
ん
か
ら
の
心
が
け
あ
っ
て
こ
そ
、
随

筆
を
書
い
た
り
和
歌
を
詠
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
じ
っ
さ
い
、
さ
き
ほ

ど
あ
げ
た
毛
利
の
殿
様
な
ど
は
事
情
あ
っ
て
若
い
こ
ろ
か
ら
殿
様
だ
か
隠
居
だ
か
わ

か
ら
な
い
よ
う
な
複
雑
な
立
場
に
お
ら
れ
た
か
ら
、
あ
れ
だ
け
徹
底
的
に
洒
落
た
生

活
に
耽
溺
な
さ
る
余
裕
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
わ
た
し
は
お
も
っ
て
い
る
が
。

　
つ
ま
り
、
隠
居
し
て
か
ら
、
さ
て
こ
れ
を
機
会
に
な
に
か
趣
味
を
さ
が
そ
う
、
と

い
う
の
で
は
遅
い
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
落
語
に
登
場
す
る
「
横
町
の
隠
居
」
が
ア

ヤ
シ
ゲ
で
滑
稽
な
の
は
か
れ
ら
が
付
け
焼

き
刃
の
タ
ヨ
リ
な
い
知
識
を
ひ
け
ら
か
す

か
ら
だ
。
い
い
例
が
「
茶
の
湯
」
で
あ
る
。

さ
る
大
家
の
あ
る
じ
、
め
で
た
く
根
岸
に

隠
居
し
た
の
は
い
い
が
、
隠
居
ら
し
く
茶

の
湯
で
も
や
っ
て
み
よ
う
、
と
い
う
の
で

青
い
キ
ナ
コ
だ
の
ム
ク
の
皮
だ
の
で
ア
ブ

ク
を
た
て
て
失
敗
す
る
と
い
う
お
笑
い
。

こ
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の
は
文
化
３
年
刊

行
の
『
茶
菓
子
』
と
い
う
笑
話
だ
と
い
う

か
ら
ち
ょ
う
ど
『
甲
子
夜
話
』
の
同
時
代

で
あ
る
。
い
ま
か
ら
か
ぞ
え
る
と
ほ
ぼ
２

世
紀
ま
え
。
た
ぶ
ん
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
日
本
の
「
隠
居
文
化
」
が
う
ま
れ
た
の
だ
ろ

う
が
、
そ
れ
だ
け
に
準
備
周
到
、
そ
の
日
に
そ
な
え
た
ホ
ン
モ
ノ
の
隠
居
と
俄
仕
立

て
の
滑
稽
な
隠
居
と
の
落
差
は
お
お
き
い
の
で
あ
る
。
隠
居
だ
か
ら
自
由
と
い
う
の

は
そ
の
と
お
り
だ
が
、
隠
居
に
は
ほ
ん
と
う
は
「
つ
と
め
」
が
あ
る
の
だ
。
そ
の
ほ

う
が
本
人
に
と
っ
て
も
た
の
し
い
の
で
は
な
い
か
。

文
筆
の

世
界
に
も

お
お
い
に
貢
献

隠
居
に
も

義
務
が
あ
る

隠
居
し
て
か
ら
、

さ
て
こ
れ
を
機
会
に
な
に
か

趣
味
を
さ
が
そ
う
、

と
い
う
の
で
は
遅
い
の
で
あ
る
。

加
藤 

秀
俊

12CEL July 201313 CEL July 2013



Ikeuchi Osamu

Suzuki Takashi

Kate Klippensteen

Loose

日本人は今、余暇を十分に活かせているのでしょうか？
日本で長く生活し、日本人以上に日本についての洞察を

深めているケイト・クリッペンスティーン氏、
ドイツ文学・ドイツ語文化に造詣の深い池内紀氏、

CEL研究員鈴木隆が、日本人の働き方、人生の楽しみ方、
時間の使い方について、

海外からの目線をからめつつ語り合います。

日本人は上手にヒマを作れるか?

撮影／須田 俊哉

3
Part

Special Feature / Beyond ON-OFF

ケイト・クリッペンスティーン
ジャーナリスト

池内紀 　鈴木隆
ドイツ文学研究 CEL研究員

特集／余暇から本暇へ　その 3
鼎談 Three-way Talk 14CEL July 2013



共
同
体
と

個
人
生
活

Ikeuchi O
sam

u

K
ate K

lippensteen

ケ
イ
ト
・
ク
リ
ッ
ペ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
（
以
下
、

ケ
イ
ト
）　
私
は
も
う
20
年
以
上
東
京
に
住

ん
で
い
ま
す
。
人
々
の
生
き
方
は
自
由
に
な

っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
オ
フ

タ
イ
ム
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
と
か
、
人
の
大

勢
い
る
場
所
に
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
て
い
く
人

が
多
い
の
で
、
あ
れ
で
は
仕
事
の
疲
れ
が
と

れ
な
い
の
で
は
な
い
か
な
、
と
。

池
内
紀
（
以
下
、
池
内
）　
日
本
人
は
働
き

者
だ
と
い
う
定
説
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
田

舎
の
生
活
を
見
て
い
ま
す
と
、
日
本
人
は
本

来
、
そ
ん
な
に
働
い
て
ば
か
り
で
は
な
か
っ

た
の
で
は
、
と
思
え
て
き
ま
す
。
本
来
の
日

本
人
の
生
活
で
は
、
農
業
が
主
体
だ
っ
た
せ

い
も
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
季
節
ご
と
に

お
祭
り
が
あ
っ
て
、
氏
神
さ
ま
を
祀
っ
た
り
、

お
寺
の
行
事
な
ど
、
生
活
の
な
か
に
「
仕
切

り
」「
区
切
り
」
に
あ
た
る
も
の
が
ち
ゃ
ん

と
あ
っ
た
。
そ
れ
が
常
に
娯
楽
に
も
結
び
つ

い
て
い
て
、
家
族
、
共
同
体
で
遊
ぶ
ル
ー
ル

が
あ
っ
た
。

　
そ
れ
が
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
の
頃
か
ら

だ
ん
だ
ん
と
崩
れ
て
い
き
、
人
口
が
都
会
に

集
中
す
る
こ
と
で
、
今
度
は
都
会
で
の
ル
ー

ル
が
で
き
、
そ
の
な
か
で
人
が
い
や
お
う
な

く
動
か
さ
れ
て
い
る
の
で
は
、
と
私
は
み
て

い
ま
す
。
労
働
時
間
が
や
け
に
長
い
割
に
は

効
率
が
悪
い
。
集
中
し
て
働
き
、
そ
の
後
の

余
暇
を
場
合
に
よ
っ
て
は
何
週
間
も
ま
と
め

て
と
れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
作
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
常
に
思
っ
て
い
ま
す
。

ケ
イ
ト
　
私
も
賛
成
で
す
。
企
業
の
人
々
を

見
て
い
る
と
、
朝
早
く
か
ら
夜
遅
く
ま
で
会

社
に
い
る
の
で
す
が
、
実
際
に
完
成
す
る
仕

事
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
時
間
を
限
定
し

て
も
っ
と
集
中
し
て
仕
事
を
す
れ
ば
い
い
の

に
、
と
。

鈴
木
隆
（
以
下
、
鈴
木
）　
日
本
と
西
洋
で

時
間
の
感
覚
が
違
う
な
、
と
思
っ
た
の
は
、

新
潟
の
国
際
大
学
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ョ
ン

ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学
に
交
換
留
学
を
し
た

と
き
で
す
。
あ
ち
ら
の
大
学
で
手
続
き
を
し

に
行
っ
た
ら
、
担
当
の
女
性
に
「
ア
ポ
の
時

間
ま
で
ま
だ
５
分
あ
る
か
ら
待
て
」
と
言
わ

れ
ま
し
て
。
待
た
せ
る
間
、
ず
っ
と
別
の
仕

事
を
し
て
い
ま
し
た
。
わ
ざ
わ
ざ
日
本
か
ら

来
た
の
に
（
笑
）。
そ
し
て
約
束
の
時
間
に

な
っ
た
ら
、「
よ
う
こ
そ
来
た
」
と
。
時
間

を
き
っ
ち
り
区
切
る
感
覚
に
カ
ル
チ
ャ
ー
シ

ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。
今
の
お
話
か
ら
、

そ
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

ケ
イ
ト
　
日
本
の
仕
事
場
の
雰
囲
気
と
し
て
、

そ
こ
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
感

じ
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
早
く
帰
る
人
は
怠

け
者
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

鈴
木
　
日
本
人
は
や
は
り
集
団
主
義
で
行
動

し
が
ち
な
の
で
、
早
く
仕
事
が
で
き
て
い
る

の
に
、
み
ん
な
を
置
い
て
帰
る
と
い
う
の
は

非
常
に
や
り
に
く
い
も
の
で
す
。

池
内
　
そ
う
い
う
人
を
日
本
人
は
「
勝
手
な

奴
だ
」
と
言
い
ま
す
よ
ね
。
こ
れ
は
、
集
団

を
前
提
に
し
て
い
ま
し
て
、
集
団
で
動
か
な

い
と
正
常
じ
ゃ
な
い
、
と
い
う
判
断
。
こ
れ

だ
け
個
人
の
生
活
重
視
と
い
わ
れ
て
い
る
時

代
に
、
ま
ず
会
社
人
間
と
し
て
の
縛
り
を
か

け
て
か
ら
動
く
よ
う
に
し
て
し
ま
う
と
、
個

人
個
人
の
独
創
、
本
来
の
思
考
な
ん
て
出
て

こ
な
い
で
す
よ
ね
。

鈴
木
　
日
本
人
は
、
田
植
え
を
す
る
と
き
に

み
ん
な
一
緒
に
ペ
ー
ス
を
合
わ
せ
て
作
業
し

て
い
た
の
と
同
様
に
、
近
代
産
業
の
時
代
に

な
っ
て
も
工
場
で
一
斉
に
働
き
、
一
斉
に
休

む
。
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
よ
り
も
時
間
で

労
働
を
計
る
、
と
い
う
習
慣
に
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
例
え
ば
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
開
発
だ
っ
た
ら
、

優
秀
な
エ
ン
ジ
ニ
ア
だ
っ
た
ら
１
日
で
で
き

潟
県
の
魚
沼
地
方
に
よ
く
行
っ
て
い
ま
し
た
。

あ
の
あ
た
り
は
米
作
り
の
さ
か
ん
な
と
こ
ろ

で
、
神
社
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。「
新
田
」

と
し
て
新
し
く
開
発
し
た
と
こ
ろ
な
の
で
、

い
ろ
い
ろ
な
地
方
か
ら
人
が
集
ま
っ
て
き
て

い
ま
し
て
、
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
神
社

が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

神
社
が
そ
れ
ぞ
れ
の
し
き
た
り
を
持
っ
て
い

る
。 

よ他 

そ所 

も
の者
に
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
ら
な
い
の

で
す
が
、
い
っ
た
ん
輪
の
中
に
入
る
と
、
非

常
に
生
活
文
化
が
豊
か
な
場
所
な
の
が
わ
か

り
ま
す
。

鈴
木
　
あ
ち
ら
で
は
時
間
の
感
覚
が
全
然
違

い
ま
す
ね
。
蕎
麦
屋
が
多
い
の
で
す
が
、
八

海
山
蕎
麦
の
お
店
で
は
、
な
ん
と
注
文
を
受

け
て
、
こ
ね
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
30
分
、

１
時
間
待
つ
の
は
当
た
り
前
。
待
て
ば
そ
れ

だ
け
お
い
し
く
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が

（
笑
）。

　
ま
た
、
新
潟
で
覚
え
た
言
葉
に
「
じ
ょ
ん

の
び
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
あ

え
て
訳
す
な
ら
「
リ
ラ
ッ
ク
ス
」、
ま
た
は

「
伸
び
伸
び
」
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
。

池
内
　「
の
ん
び
り
し
な
さ
い
よ
」
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

鈴
木
　
農
村
で
は
牧
歌
的
と
い
い
ま
す
か
、

時
間
の
流
れ
、
感
覚
が
違
う
と
い
う
こ
と
を

体
験
で
き
た
の
は
大
変
良
か
っ
た
と
思
っ
て

い
ま
す
。

仕
事
を
し
な
が
ら

時
間
を
つ
く
る
、

遊
ぶ

池
内
　
今
、
会
社
員
の
方
々
の
多
く
が
、
定

年
で
リ
タ
イ
ア
し
て
、
そ
こ
で
初
め
て
第
二

の
人
生
、
い
わ
ば
余
暇
が
始
ま
る
、
と
い
う

言
い
方
を
さ
れ
ま
す
。
で
す
の
で
、
あ
る
一

定
の
年
齢
の
人
が
、
一
斉
に
「
何
を
し
た
ら

い
い
の
か
？
」
と
悩
み
ま
す
よ
ね
。
私
も
よ

く
相
談
さ
れ
る
の
で
す
が
、「
そ
れ
で
は
も

う
遅
い
。
も
し
、
そ
の
と
き
に
何
を
し
よ
う

な
ん
て
状
況
に
陥
っ
た
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
ま

で
が
怠
慢
だ
っ
た
ん
だ
」
と
答
え
る
こ
と
に

し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ま
で
に
自
分
で
余
暇
を
作
っ
て
ど
う

遊
ぶ
か
、
ど
う
楽
し
く
過
ご
す
か
の
練
習
を

し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
い
ざ
リ
タ
イ
ア
し
て

も
、
明
日
か
ら
ど
う
す
る
か
の
方
針
は
た
ち

ま
せ
ん
。
雑
誌
と
か
を
読
ん
で
、
あ
わ
て
て

趣
味
を
始
め
な
け
れ
ば
と
焦
っ
て
い
る
様
な

ど
、
ま
さ
に
マ
ン
ガ
の
よ
う
で
す
よ
。

鈴
木
　
今
、
自
分
に
と
っ
て
は
、
仕
事
と
趣

味
の
境
界
が
な
い
状
態
で
し
て
。
た
と
え
休

み
の
日
で
あ
っ
て
も
、
自
分
の
小
遣
い
を
使

っ
て
で
も
、
自
分
の
や
り
た
い
内
容
を
研
究

す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
実
は
、
仕
事
と

余
暇
は
分
け
て
考
え
る
必
要
は
な
く
て
、
両

方
が
融
合
で
き
て
い
る
状
態
が
一
番
ハ
ッ
ピ

ー
な
の
で
は
な
い
か
と
。
今
は
そ
の
念
願
が

か
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

池
内
　
一
見
忙
し
そ
う
に
見
え
て
も
、
忙
し

い
間
の
暇
を
み
つ
け
て
何
か
す
る
、
と
い
う

の
が
一
番
楽
し
い
で
す
。
ド
イ
ツ
の
こ
と
わ

ざ
に
、「
暇
が
た
っ
ぷ
り
あ
る
人
は
何
も
し

な
い
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
人
は
何
も

し
な
い
で
好
き
な
こ
と
だ
け
を
す
る
、
と
い

う
わ
け
に
は
い
か
な
い
不
思
議
な
生
き
も
の

で
、
あ
る
程
度
忙
し
く
し
な
が
ら
、
そ
の
合

間
に
釣
り
を
し
た
り
山
に
行
っ
た
り
す
る
と
、

非
常
に
楽
し
い
。
も
し
明
日
か
ら
毎
日
釣
り

を
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
り
し
た
ら
、
３
日

で
飽
き
ま
す
よ
（
笑
）。

―
―
「
忙
中
閑
あ
り
」
で
す
ね
。
た
だ
、
会

社
勤
め
の
方
は
、
ど
う
や
っ
て
そ
の
時
間
を

ひ
ね
り
出
そ
う
か
、
と
悩
ま
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

ケ
イ
ト
　
仕
事
を
し
な
が
ら
遊
ぶ
、
と
い
う

こ
と
が
一
番
重
要
で
す
ね
。
以
前
イ
ギ
リ
ス

の
出
版
社
の
仕
事
を
し
て
い
て
、
よ
く
海
外

る
こ
と
が
、
そ
う
で
は
な
い
人
は
１
カ
月
か

か
る
と
す
る
。
結
果
、
ど
ち
ら
が
作
業
費
が

高
く
な
る
か
と
い
う
と
、「
に
ん人 

げ
つ月
計
算
」
で

１
カ
月
の
方
。
皆
が
一
斉
に
働
く
と
い
う
習

慣
と
、「
和
を
も
っ
て
貴
し
と
な
す
」
と
い

う
考
え
方
が
合
わ
さ
っ
て
ベ
ー
ス
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

―
―
近
年
、
お
祭
り
な
ど
共
同
体
な
ら
で
は

の
余
暇
の
過
ご
し
方
が
失
わ
れ
て
き
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
が
。

池
内
　
そ
れ
は
大
変
残
念
な
と
こ
ろ
で
、
大

き
な
文
化
を
な
く
し
た
と
い
っ
て
も
い
い
で

す
ね
。
お
祭
り
と
い
う
の
は
、
単
に
酒
を
飲

ん
で
騒
ぐ
だ
け
で
は
な
く
、
土
地
の
い
ろ
い
ろ

な
歴
史
や
風
習
を
土
台
に
し
た
文
化
的
な
装

置
で
あ
り
ま
し
て
。
お
祭
り
の
た
め
だ
け
に
、

10
日
間
、
ま
た
は
そ
れ
以
上
を
費
や
す
、
そ
れ

が
カ
レ
ン
ダ
ー
の
中
に
入
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　
今
は
、
共
同
体
の
ゆ
る
や
か
な
縛
り
は
あ

る
の
で
す
が
、
華
や
か
な
祭
り
が
な
く
な
っ

て
い
る
状
態
で
す
。
地
方
が
非
常
に
元
気
を

な
く
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
祭
り
と
い
う
装

置
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ケ
イ
ト
　
地
方
だ
と
、
ま
だ
行
事
そ
の
も
の

は
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ

に
若
い
人
が
い
な
い
こ
と
が
さ
び
し
い
で
す
。

行
事
は
次
の
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
つ
な

が
り
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
に
、
未
来
へ
つ

な
が
る
感
じ
が
し
な
い
の
が
残
念
で
す
。

池
内
　
鈴
木
さ
ん
は
新
潟
の
大
学
に
い
ら
し

た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
私
は
仕
事
の

関
係
で
、
10
年
間
く
ら
い
、
季
節
ご
と
に
新

出
張
に
行
き
ま
し
た
が
、
仕
事
が
終
わ
れ
ば

必
ず
遊
ん
で
帰
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
て

い
ま
し
た
。

鈴
木
　
働
い
て
い
る
と
、
細
切
れ
の
時
間
し

か
作
れ
な
い
。
例
え
ば
通
勤
の
時
間
を
使
っ

て
、
１
週
間
で
こ
の
本
を
読
も
う
と
か
。
あ

と
は
出
張
で
す
ね
。
出
張
の
良
い
と
こ
ろ
は
、

場
が
変
わ
る
こ
と
で
、
普
段
出
て
こ
な
い
よ

う
な
発
想
と
か
、
気
づ
き
と
か
、
情
報
が
得

ら
れ
る
こ
と
で
す
。

　
私
は
、
出
張
先
で
時
間
が
空
く
と
、
メ
ジ

ャ
ー
な
観
光
地
で
は
な
く
、
路
地
裏
を
歩
い

て
み
て
、
そ
の
土
地
の
生
活
の
雰
囲
気
を
知

る
の
が
好
き
で
す
。

ケ
イ
ト
　
で
も
、
日
本
の
企
業
の
方
々
が
出

張
先
で
、
そ
う
や
っ
て
ぶ
ら
ぶ
ら
と
ひ
と
り

で
歩
く
と
い
う
こ
と
は
少
な
い
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。

池
内
　
そ
う
で
し
ょ
う
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に

出
て
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ
を
見
て
、
食
事
を

す
る
の
で
は
、
情
報
を
確
か
め
に
行
く
よ
う

な
も
の
で
、
発
見
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ぼ
く
は
仕
事
で
ど
こ
か
に
行
っ
て
も
、「
現

地
集
合
、
現
地
解
散
」
が
好
き
で
す
。
そ
こ

ま
で
行
っ
て
何
か
の
用
を
果
た
す
の
で
す
か

ら
、
用
が
済
め
ば
あ
と
は
ご
自
由
に
、
と
い

う
の
が
大
人
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ケ
イ
ト
　
私
は
仕
事
で
ど
こ
か
に
行
く
と
き

な
ど
は
、
な
る
べ
く
皆
そ
れ
ぞ
れ
離
れ
て
乗

り
物
の
席
を
と
っ
て
、
自
分
の
時
間
を
大
切

に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
食
事
も
そ
う
で
す

ね
。
み
ん
な
い
つ
も
一
緒
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
発
想
は
不
思
議
で
す
。

池
内
　
も
う
そ
ろ
そ
ろ
、
集
団
的
な
行
動
は

少
な
く
な
っ
て
、
個
人
と
共
同
体
の
バ
ラ
ン

いけうち・おさむ／1940年、
兵庫県生まれ。ドイツ文学
者、エッセイスト。東京大
学などで教鞭をとった後、
エッセイストとして活躍。
カフカ、ゲーテの新訳や評
論など専門のドイツ文学は
もとより、自然や動植物、テ
ーマ別人物列伝、温泉、紀
行、落語など、執筆範囲は
多岐にわたる。著書・書評
記事も多数。毎日出版文化
賞（2000年）、日本翻訳文
化賞（2002年）、読売文学
賞（2013年）など受賞。

ケイト・クリッペンスティ
ーン／ジャーナリスト。サ
ンフランシスコ州立大学で
日本学を専攻し、1986 年
より東京を拠点にジャーナ
リストとして活動している。
日米欧で、記事やエッセイ、
批評を執筆するほか、
NHKの英語番組アドバイ
ザー、JAL機内誌英語版
ディレクターもつとめる。
日本ペンクラブ会員。近著
に『えいご おはなし絵本』
シリーズ（2012 年～、小
学館）。他、著書多数。
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Suzuki Takashi

ス
が
と
れ
て
く
る
時
代
だ
と
思
っ
て
い
た
の

で
す
が
。

　
最
近
で
も
、
居
酒
屋
な
ど
で
、
皆
同
じ
よ

う
な
服
装
を
し
て
、
上
司
ら
し
き
人
が
、
い

わ
ゆ
る
「
オ
ヤ
ジ
ギ
ャ
グ
」
と
い
う
の
で
し

ょ
う
か
、
何
か
言
う
と
、
皆
一
斉
に
ど
っ
と

笑
う
。
ぼ
く
が
か
つ
て
願
っ
て
い
た
よ
う
な

若
い
人
た
ち
の
個
人
生
活
で
は
な
く
て
、
む

し
ろ
、
集
団
に
依
存
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ

て
き
て
い
る
の
で
は
、
と
思
い
ま
す
。

―
―
い
か
に
「
個
」
を
確
立
し
、「
個
」
で
過

ご
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
、要
の
よ
う
で
す
ね
。

情
報
か
ら

解
き
放
た
れ
て

歩
く
楽
し
さ

―
―
定
年
後
な
ど
の
時
間
の
過
ご
し
方
に
つ

い
て
、
よ
り
具
体
的
な
ア
イ
デ
ア
を
う
か
が

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

池
内
　
ぼ
く
自
身
の
こ
と
で
言
い
ま
す
と
、

「
１
人
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
と
称
し
て
、
４
年

に
ひ
と
つ
、
何
か
新
し
い
こ
と
を
必
ず
始
め

る
、
と
決
め
て
い
ま
す
。
歌
舞
伎
、
映
画
、

町
歩
き
、
居
酒
屋
と
か
。
今
年
か
ら
４
年
間

は
こ
れ
を
や
っ
て
み
よ
う
と
、
自
分
に
対
す

る
一
種
の
ゆ
る
や
か
な
課
題
を
出
し
て
い
る

ん
で
す
。

「
１
人
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
に
は
必
ず
出
場
で

き
ま
す
し
、
４
年
ぐ
ら
い
や
る
と
、
け
っ
こ

う
上
達
す
る
も
の
で
す
よ
。
少
な
く
と
も
20

か
ら
30
く
ら
い
は
や
る
こ
と
を
持
っ
て
い
て
、

そ
の
な
か
で
得
意
な
も
の
が
５
つ
、
な
か
で

も
好
き
な
も
の
が
３
つ
、
そ
れ
く
ら
い
で
な

い
と
、
趣
味
と
い
う
も
の
は
全
然
支
え
に
な

ら
な
い
で
す
ね
。

ケ
イ
ト
　
趣
味
と
い
う
言
葉
も
ち
ょ
っ
と
ピ

ン
と
こ
な
い
で
す
ね
。
英
語
で
「hobby

（
趣

味
）」
と
い
う
言
葉
に
は
、
あ
ま
り
い
い
響

き
が
あ
り
ま
せ
ん
。
好
き
な
こ
と
を
自
然
に

や
っ
て
い
る
、
と
い
う
感
じ
が
し
な
い
で
す
。

「
乗
馬
が
好
き
」
と
は
言
っ
て
も
、「
趣
味
は

乗
馬
」
と
い
う
言
い
方
は
ち
ょ
っ
と
…
…
。

　
き
っ
と
、
若
い
う
ち
か
ら
、
何
か
好
き
な

こ
と
が
あ
っ
て
、
夜
や
週
末
は
家
族
と
一
緒

に
過
ご
せ
て
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
う
ま
く

で
き
て
い
れ
ば
、
個
人
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

に
も
い
い
し
、
会
社
や
社
会
の
健
康
に
も
い

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

池
内
　
や
っ
ぱ
り
、
若
い
う
ち
に
、
小
さ
い

う
ち
に
一
度
や
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
改

め
て
や
っ
て
も
生
き
て
こ
な
い
で
す
ね
。
上

手
下
手
は
別
に
し
て
、
高
校
時
代
な
ど
に
遊

び
の
な
か
で
や
っ
て
い
た
こ
と
が
、
何
十
年

か
あ
と
で
生
き
て
く
る
。
ど
こ
か
に
ル
ー
ツ

が
な
い
と
、
糊
で
貼
り
つ
け
た
だ
け
の
趣
味

は
す
ぐ
に
は
が
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
小
さ
い
う
ち
に
い
ろ
い
ろ
や
ら
せ
て
お
く

の
は
い
い
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
も
ち
ろ
ん
、

「
稽
古
事
」
じ
ゃ
な
く
て
、
例
え
ば
ひ
と
り

で
旅
に
行
か
せ
る
と
か
、
自
分
の
責
任
で
や

る
こ
と
で
す
。

―
―
今
、
学
生
た
ち
は
、
将
来
自
分
に
と
っ

て
の
楽
し
み
を
み
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
蓄
積

を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

鈴
木
　
い
や
お
う
な
く
入
っ
て
く
る
情
報
を

処
理
す
る
の
が
精
い
っ
ぱ
い
で
、
じ
っ
く
り

腰
を
据
え
て
何
か
を
す
る
と
い
う
時
間
が
減

っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
情
報
が
増
え

た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で

は
な
く
て
、
情
報
が
少
な
い
な
か
で
何
を
す

る
か
考
え
た
方
が
、
よ
り
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

な
時
間
が
過
ご
せ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

池
内
　
自
分
の
生
き
て
い
る
時
代
に
、
メ
デ

ィ
ア
が
こ
れ
だ
け
発
達
す
る
と
は
思
い
ま
せ

ん
で
し
た
ね
。
メ
デ
ィ
ア
と
、
そ
れ
が
送
り

だ
す
情
報
に
あ
ふ
れ
た
時
代
に
、
自
分
の
や

り
た
い
こ
と
を
探
し
出
す
の
は
至
難
の
業
で

見
つ
け
ま
す
か
ら
、
ち
っ
と
も
不
便
は
あ
り

ま
せ
ん
。
例
え
ば
町
歩
き
を
し
て
い
て
も
、

電
車
の
中
で
も
、
風
景
や
人
を
見
た
り
す
る

と
き
に
、
情
報
を
持
た
な
い
方
が
よ
く
見
え

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
旅
行
先
で
も
そ
う
で
す
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

に
出
て
い
る
と
こ
ろ
し
か
行
か
な
く
な
る
。

ガ
イ
ド
が
な
け
れ
ば
、
自
分
の
目
で
責
任
を

持
っ
て
店
で
も
な
ん
で
も
選
び
ま
す
か
ら
、

店
と
の
関
係
も
自
然
に
で
き
る
。
今
で
は
、

情
報
を
持
た
な
い
こ
と
が
、
か
え
っ
て
豊
か

な
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ケ
イ
ト
　
好
奇
心
を
持
つ
こ
と
に
も
つ
な
が

っ
て
き
ま
す
ね
。
好
奇
心
と
い
え
ば
、
私
は

犬
を
飼
っ
て
い
る
の
で
一
緒
に
歩
く
こ
と
が

多
い
の
で
す
が
、
犬
は
思
い
も
よ
ら
な
い
コ

ー
ス
で
あ
っ
ち
こ
っ
ち
に
動
き
ま
す
。
私
の

住
ん
で
い
る
白
金
、
高
輪
と
い
っ
た
と
こ
ろ

に
は
古
い
建
物
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の

お
か
げ
で
、
偶
然
、
意
外
な
ほ
ど
古
く
か
ら

残
っ
て
い
る
お
屋
敷
に
出
会
え
た
り
し
ま
す
。

池
内
　
歩
い
て
い
る
時
間
と
い
う
の
は
、
い

い
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
最
初
の
恋
人
と
か
、

小
学
校
の
先
生
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
出

て
き
て
架
空
対
話
が
で
き
ま
す
。
あ
ん
な
に

楽
し
い
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。
名
所
と
か
旧

跡
で
あ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
近
く
の
町

で
も
い
い
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
違
う
空
間
に
自

分
を
置
い
て
み
る
と
、
感
覚
が
非
常
に
活
性

化
し
て
、
全
身
が
生
き
生
き
し
て
く
る
。

　
そ
し
て
、
何
度
も
言
う
よ
う
で
す
が
、
情

報
を
介
在
さ
せ
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。
自

分
の
体
だ
け
に
任
せ
て
し
ま
わ
な
い
と
、
好

奇
心
が
働
か
な
い
。

鈴
木
　「
し
よ
う逍 

よ
う遥
学
派
」
と
い
う
の
も
あ
り
ま

し
た
ね
。
歩
く
と
脳
が
活
性
化
す
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

ケ
イ
ト
　
以
前
、ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
町
を
歩

い
て
い
る
と
き
、
ふ
と
地
図
を
捨
て
て
し
ま

っ
て
、
迷
子
に
な
り
な
が
ら
歩
い
た
ら
す
ご

く
面
白
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
小
さ
な

町
な
の
に
大
学
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
こ
と
に
気

づ
い
た
り
、
学
生
が
行
く
よ
う
な
場
所
に
行

く
と
意
外
な
ほ
ど
お
い
し
い
レ
ス
ト
ラ
ン
が

あ
っ
た
り
…
…
。

池
内
　
ゲ
ー
テ
に
『
イ
タ
リ
ア
紀
行
』
と
い

う
著
書
が
あ
り
ま
し
て
、
彼
は
、
ど
こ
か
の

町
に
行
っ
て
宿
に
入
っ
た
ら
、
ま
ず
初
日
は

地
図
を
持
た
ず
に
町
を
歩
く
の
だ
そ
う
で
す
。

当
然
迷
い
ま
す
が
、
迷
い
な
が
ら
歩
く
。
２

日
目
は
、
や
は
り
地
図
を
持
た
ず
に
、
高
い

と
こ
ろ
に
行
っ
て
町
全
体
を
眺
望
す
る
。
３

日
目
に
な
っ
て
初
め
て
地
図
を
見
る
。
さ
す

が
文
豪
は
旅
行
の
名
人
で
も
あ
り
ま
す
ね
。

ケ
イ
ト
　
現
代
人
は
、
情
報
に
囲
ま
れ
て
い

る
か
ら
眠
っ
て
い
る
感
覚
が
多
い
と
思
い
ま

す
。
五
感
が
発
達
す
れ
ば
楽
し
い
こ
と
も
増

え
ま
す
よ
ね
。

―
―
情
報
に
ど
っ
ぷ
り
と
漬
か
っ
て
い
る
時

間
を
減
ら
し
、「
個
」
の
た
め
の
時
間
を
増

や
す
こ
と
で
、
自
分
な
り
の
発
見
や
発
想
が

で
き
る
。
そ
し
て
、
情
報
を
捨
て
、
ど
ん
ど

ん
歩
く
こ
と
。
日
々
の
積
み
重
ね
で
、
無
理

に
趣
味
な
ど
を
探
さ
な
く
て
も
、
自
然
に
余

暇
や
自
分
な
り
の
時
間
の
過
ご
し
方
が
見
つ

か
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
本
日

は
大
変
参
考
に
な
る
お
話
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

す
。
情
報
は
み
な
キ
レ
イ
に
着
飾
っ
て
い
ま

す
か
ら
、
そ
こ
か
ら
選
別
し
て
自
分
に
何
が

合
う
か
判
断
す
る
の
は
、
難
し
い
こ
と
で
す
。

ケ
イ
ト
　
あ
と
は
、
情
報
の
た
め
の
道
具
に

利
用
さ
れ
な
い
こ
と
で
す
。
年
齢
性
別
関
係

な
く
、
電
車
に
乗
る
と
携
帯
を
ず
っ
と
い
じ

っ
て
い
る
人
が
多
い
で
す
よ
ね
。
確
か
に
、

道
具
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
チ
ャ
ン
ス
が
与

え
ら
れ
る
と
い
う
面
は
あ
り
ま
す
が
…
…
。

鈴
木
　
以
前
、
ネ
ッ
ト
ビ
ジ
ネ
ス
を
立
ち
上

げ
た
と
き
、
最
初
の
う
ち
は
新
し
い
こ
と
が

面
白
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
う
ち
こ
れ
は

も
う
い
い
や
、
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

最
近
は
、
ネ
ッ
ト
と
は
距
離
を
置
き
、
必
要

な
と
き
し
か
触
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　
Ｅ
メ
ー
ル
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
頃
は
、

「
24
時
間
以
内
に
返
信
す
る
」
と
い
う
不
文

律
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
最
近
で
は
だ

ん
だ
ん
短
く
な
っ
て
き
て
い
て
、「
即
答
せ

よ
」
と
（
笑
）。
で
も
、
即
座
に
返
事
を
書

く
も
の
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ

れ
だ
け
で
一
日
が
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す

よ
ね
。

池
内
　
そ
う
い
う
状
況
に
陥
っ
て
い
る
人
が

多
そ
う
で
す
ね
。

ケ
イ
ト
　
確
か
に
、
最
近
メ
ー
ル
の
数
が
増

え
て
い
て
、「
返
事
を
し
て
い
な
い
か
も

…
…
」
と
不
安
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

メ
ー
ル
の
処
理
に
時
間
が
か
か
っ
て
一
日
中

メ
ー
ル
を
見
て
い
る
よ
う
な
状
況
に
な
ら
な

い
よ
う
、
な
る
べ
く
時
間
を
減
ら
さ
な
け
れ

ば
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

池
内
　
ぼ
く
は
全
く
逆
の
極
端
で
、
パ
ソ
コ

ン
も
携
帯
も
、
テ
レ
ビ
も
持
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
与
え
ら
れ
た
も
の
が
な
け
れ
ば
自
分
で

すずき・たかし／大阪ガス
㈱エネルギー・文化研究所 
研究員。東京大学卒業後、
大阪ガス㈱入社。国際大学
大学院修了。社内起業で国
内初・最大の住宅リフォー
ム仲介サイトとなる「ホー
ムプロ」を立ち上げ㈱ホー
ムプロ代表取締役専務。帰
社後、2012 年から現職。
マーケティング・消費者行
動における理論と実践の統
合に取り組む。著書に『リ
フォームを真剣に考える』
（光文社新書）など。
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上
／
タ
イ
ト
ル
文
字
だ
け
で
な

く
天
に
も
金
が
施
し
て
あ
る
。

幻
想
的
な
物
語
に
ふ
さ
わ
し
い
、

豪
華
な
装
丁
。
右
／
２
色
使
い

の
シ
ッ
ク
な
革
の
間
か
ら
覗
く
、

カ
ラ
フ
ル
な
見
返
し
が
美
し
い
。

と
も
に
受
講
生
の
作
品
だ
。

卵
の
殻
に
装
飾
す
る
エ
ッ
グ
ア

ー
ト
や
、
テ
ン
ペ
ラ
画
と
い
っ

た
本
格
的
な
ア
ー
ト
も
学
べ
る

（
右
／
佐
藤
文
講
師
の
作
品
。

左
／
美
術
家
・
石
原
靖
夫
講
師

に
よ
る
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
『
受
胎

告
知
』
部
分
・
復
元
模
写
）。

【 

ル
リ
ユ
ー
ル
講
座 

】

余
暇
を
、漫
然
と
過
ご
す
の
で
は
な
く
、

「
学
び
」を
得
る
時
間
に
充
て
た
い
、

さ
ら
に
は
、学
び
を「
奉
仕
」に
つ
な
げ
た
い
、

と
考
え
る
人
た
ち
が
い
る
。

1
9
5
0
年
代
に
生
ま
れ
、

広
く
学
び
を
提
供
す
る
場
所
と
し
て
定
着
し
た

カ
ル
チ
ャ
ー
・セ
ン
タ
ー
と
、

近
頃
話
題
の
芸
術
祭
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
取
材
し
、

学
び
の
現
場
を
探
っ
た
。

学
び
の
時
間
を
楽
し
む

取
材・執
筆
／
真
田 

邦
子
　
撮
影
／
川
田 

雅
宏

　
年
齢
、
性
別
、
学
歴
、
職
業
に
関
係
な
く
、

広
く
万
人
に
開
か
れ
た
学
び
の
場
、
そ
れ
が

「
カ
ル
チ
ャ
ー
・
セ
ン
タ
ー
」
で
あ
る
。
そ

の
数
は
、
全
国
１
０
２
４
カ
所
、
講
座
数
は

18
万
７
８
２
４
、
受
講
生
は
１
２
３
万
５
０

２
１
人
に
上
る
（
＊
）。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
家
庭
料
理
、
ミ
ス
テ
リ
ー

の
書
き
方
、
エ
ッ
グ
ア
ー
ト
、
テ
ン
ペ
ラ
画
、

は
じ
め
て
の
映
画
づ
く
り
、
ス
ポ
ー
ツ
吹
矢
、

胡
弓
に
親
し
む
、
伝
わ
る
プ
レ
ゼ
ン
資
料
作

成
術
（
新
・
仕
事
の
学
校
）
…
…
。
こ
れ
ら

は
す
べ
て
東
京
都
心
に
あ
る
大
手
カ
ル
チ
ャ

ー
・
セ
ン
タ
ー
「
池
袋
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
カ

レ
ッ
ジ
」
で
開
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
約
１

４
０
０
に
上
る
講
座
の
ほ
ん
の
一
部
だ
。
月

あ
た
り
１
万
人
を
超
え
る
受
講
者
の
男
女
比

を
見
る
と
、
圧
倒
的
に
女
性
、
特
に
主
婦
層

が
多
く
、
男
性
は
15
％
ほ
ど
。
年
齢
別
で
は

中
高
年
の
割
合
が
最
も
多
く
、
50
歳
以
上
が

約
６
割
を
占
め
る
。

学
ぶ
こ
と
で
叶
う
夢

　
池
袋
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
は
、

１
９
７
９
年
の
設
立
以
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
の
ブ
ー
ム
を
捉
え
、
市
場
の
ニ
ー
ズ
に
沿

っ
た
講
座
を
提
供
し
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、

知
る
人
ぞ
知
る
、
こ
こ
で
し
か
体
験
で
き
な

い
貴
重
な
講
座
も
用
意
し
て
い
る
。
そ
の
ひ

と
つ
が
、カ
レ
ッ
ジ
内
に
工
房
を
構
え
る「
ル

リ
ユ
ー
ル
」
講
座
。
ル
リ
ユ
ー
ル
と
は
、
本

を
ば
ら
し
て
製
本
し
直
し
、
革
や
紙
で
新
た

な
装
丁
を
施
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
伝
統
の
手
作
り

製
本
技
術
だ
。
な
か
で
も
本
格
的
な
「
パ
ッ

セ
・
カ
ル
ト
ン
」
ク
ラ
ス
で
は
、
週
１
回
の

レ
ッ
ス
ン
で
３
冊
を
並
行
し
て
進
め
る
が
、

乾
か
し
た
り
圧
を
か
け
た
り
と
い
う
工
程
が

60
以
上
も
あ
り
、
仕
上
げ
る
の
に
２
〜
３
年

の
歳
月
を
要
す
る
と
い
う
。
こ
の
講
座
に
集

ま
る
人
た
ち
の
共
通
点
は
、
と
に
か
く
「
本

を
愛
し
て
い
る
」
こ
と
。
時
間
と
手
間
と
お

金
を
か
け
、
愛
読
書
を
世
界
に
１
冊
し
か
な

い
特
別
な
本
に
仕
上
げ
る
。
こ
れ
ぞ
読
書
家

が
願
う
、
究
極
の
贅
沢
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
も
う
ひ
と
つ
長
く
受
講
生
に
支
持
さ
れ
て

い
る
の
が
、
日
本
で
も
有
数
の
バ
レ
エ
団
、

松
山
バ
レ
エ
が
指
導
す
る
講
座
だ
。
大
人
が

バ
レ
エ
を
習
う
こ
と
が
ま
だ
一
般
的
で
な
か

っ
た
27
年
前
に
開
設
さ
れ
、
指
導
歴
23
年
目

の
小
川
麻
乃
先
生
に
よ
れ
ば
、
生
徒
数
１
７

５
人
の
う
ち
、
始
め
て
10
年
以
上
の
人
が
半

数
、
20
年
を
超
え
る
人
が
約
４
分
の
１
も
い

る
と
い
う
。
受
講
生
に
は
仕
事
を
持
つ
人
が

多
い
が
、
貴
重
な
日
曜
日
の
時
間
を
惜
し
み

な
く
練
習
に
注
ぎ
込
ん
で
い
る
。
何
が
彼
女

た
ち
を
そ
こ
ま
で
惹
き
つ
け
る
の
か
。

「
バ
レ
エ
は
小
さ
い
頃
か
ら
の
夢
で
し
た
。

右
／
日
曜
午
後
の
「
松
山
バ
レ

エ
」
初
級
ク
ラ
ス
。
左
／
毎
年
、

カ
レ
ッ
ジ
の
全
ダ
ン
ス
講
座
が

参
加
す
る
受
講
生
公
演
が
開
か

れ
る
。
総
勢
１
０
０
名
か
ら
な

る
松
山
バ
レ
エ
の
『
く
る
み
割

り
人
形
』
が
ト
リ
を
務
め
た
。

【 

バ
レ
エ
講
座 

】

�P�a�r�t

�4

学
び
た
い
、に
応
え
る
現
代
の
寺
子
屋

カ
ル
チ
ャ
ー
・
セ
ン
タ
ー

お気に入りの本に
特別な装丁を施し、

世界に一冊だけの書物を
つくりあげる。

特
集
／
余
暇
か
ら
本
暇
へ
　
そ
の
4

ド
キ
ュ
メ
ン
ト

�D
�o�c�u�m

�e�n�t

�S�p�e�c�i�a�l�	�F�e�a�t�u�r�e�	�/�	�B�e�y�o�n�d�	�O�N�-�O�F�F

ケ
ー
ス
の
材
料
を
バ
ン
ド
で
仮

組
み
立
て
し
、
本
に
合
う
大
き

さ
を
検
討
す
る
岡
本
幸
治
講
師

と
受
講
生（
上
）。
大
型
プ
レ
ス

機
や
か
が
り
台
な
ど
特
殊
な
道

具
や
材
料
が
整
っ
た
工
房
で
、ひ

と
り
ひ
と
り
の
作
業
状
況
に
沿

っ
た
個
人
指
導
が
受
け
ら
れ
る
。
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（
＊
）経
済
産
業
省「
平
成
22
年
特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調
査（
確
報
）　
28 
教
養・技

能
教
授
業
　
事
業
従
事
者
５
人
以
上
の
部
」よ
り

　
近
年
、
日
本
各
地
で
開
催
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
芸
術
祭
。
な
か
で
も
広
く
人
気
を
集

め
て
い
る
の
が
「
大
地
の
芸
術
祭 

え
ち越 

ご後 

つ 

ま
り
妻
有

ア
ー
ト
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
」（
新
潟
）と「
瀬
戸

内
国
際
芸
術
祭
」（
香
川
・
岡
山
）だ
。２
０
１

０
年
に
第
１
回
が
開
催
さ
れ
た
瀬
戸
内
国
際

芸
術
祭
に
は
、
国
内
外
93
万
８
０
０
０
人
以

上
の
人
が
訪
れ
た
。

働
き
盛
り
の

女
性
が
活
躍

　
こ
れ
ら
の
芸
術
祭
で
重
要
な
の
が
、
運
営

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
存
在
で

あ
る
。
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
で
も
「
こ
え
び

隊
」
と
呼
ば
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
活
動
し

て
い
る
。

「
芸
術
祭
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
と
学
生

が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
こ
え

び
隊
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
30
代
の

女
性
、つ
ま
り
働
き
盛
り
の
世
代
な
ん
で
す
」。

そ
う
語
る
の
が
、
こ
え
び
隊
事
務
局
長
の
甘

利
彩
子
さ
ん
。
現
在
、
こ
え
び
隊
に
登
録
し

て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
数
は
約
４
０
０
０

人
。う
ち
７
割
が
女
性
、平
均
年
齢
は
32
歳
だ
。

会
期
中
は
作
品
鑑
賞
の
受
付
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
の
中
心
だ
が
、
芸
術
祭
開
催
前
に
は
、

作
品
制
作
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
積
極
的
に
参
加
す
る
人
も
多
い
。

「
こ
え
び
隊
の
皆
さ
ん
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

は
、
自
主
的
に
何
か
や
り
た
い
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
来
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
事
務
局

か
ら
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
や
る
と
い
う
だ
け

で
は
、
皆
さ
ん
の
や
る
気
を
十
分
に
生
か
せ

ま
せ
ん
。
自
分
で
考
え
て
や
る
、
自
分
か

ら
提
案
す
る
と
い
う
発
想
を
し
て
い
た
だ

く
の
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」（
甘
利

さ
ん
）

　
シ
ニ
ア
世
代
で
は
、
作
品
ガ
イ
ド
な
ど
の

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
を
任
せ
ら
れ
る
人
も
多
い

と
い
う
。

地
元
住
民
と
の
協
働

　
今
、
日
本
中
の
離
島
で
過
疎
高
齢
化
が
進

ん
で
い
る
が
、
瀬
戸
内
の
島
も
例
外
で
は
な

い
。「
こ
え
び
隊
の
活
動
は
、
作
品
制
作
の

手
伝
い
や
受
付
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地

元
の
お
祭
り
に
参
加
し
、
島
の
方
々
と
と
も

に
活
動
す
る
の
も
、
こ
え
び
隊
の
重
要
な
役

割
で
す
」（
甘
利
さ
ん
）。
聞
け
ば
、
前
回
の

芸
術
祭
か
ら
今
回
の
芸
術
祭
ま
で
の
間
、
島

の
住
民
と
芸
術
祭
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
の

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
こ
え
び

隊
だ
と
い
う
。

　
そ
の
結
果
、
地
元
の
人
び
と
も
さ
ら
に
積

極
的
に
芸
術
祭
の
運
営
に
携
わ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
。「
空
い
た
時
間
を
使
っ
て

芸
術
祭
の
制
作
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
地
元

の
人
も
元
気
に
な
っ
た
。
開
催
直
前
は
制
作

が
深
夜
に
ま
で
な
っ
て
大
変
で
し
た
が

（
笑
）」。「
小
豆
島
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ア
ー
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
作
品
解
説
を
し
て
い
た

地
元
の
男
性
は
、
こ
の
よ
う
に
語
っ
た
。

　
自
分
か
ら
学
び
た
い
、

自
分
か
ら
何
か
を
得
た
い
、

こ
え
び
隊
に
は
そ
の
よ
う

な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
動

い
て
い
る
人
が
多
い
。
制

作
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
、

作
家
と
の
共
同
作
業
で
作

品
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
は
、

な
か
な
か
他
で
は
で
き
な
い
経
験
だ
ろ
う
。

自
分
が
楽
し
み
な
が
ら
学
び
、
そ
し
て
地
元

の
た
め
に
も
、
も
ち
ろ
ん
芸
術
祭
の
た
め
に

も
な
る
。
現
在
の
新
し
い
形
の
「
学
び
」
を

見
た
思
い
が
し
た
。

い
っ
た
ん
は
子
ど
も
に
託
し
て
み
た
も
の
の
、

や
っ
ぱ
り
自
分
で
や
っ
て
み
た
く
て
」
と
話

す
の
は
、
５
年
目
の
村
上
孝
子
さ
ん
。
毎
年

２
月
の
発
表
会
で
は
、
始
め
て
５
カ
月
の
新

人
か
ら
ベ
テ
ラ
ン
ま
で
が
一
致
団
結
し
て
舞

台
を
つ
く
り
あ
げ
る
。
諦
め
て
い
た
夢
が
叶

う
、
初
心
者
で
も
上
級
者
と
共
に
舞
台
に
立

て
る
、
そ
の
喜
び
が
厳
し
く
激
し
い
練
習
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
る
。「
人
間

の
体
は
、
い
く
つ
に
な
っ
て
も
応
え
て
く
れ

ま
す
。
自
分
の
常
識
を
超
え
て
夢
は
実
現
で

き
る
と
い
う
こ
と
に
、
バ
レ
エ
を
通
し
て
気

づ
い
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
」（
小
川
先
生
）

熱
血
授
業
で

韓
国
語
に

目
覚
め
る

　
余
暇
を
使
っ
た
学
び
で
一
般
的
に
よ
く
知

ら
れ
る
の
が
、
英
会
話
を
は
じ
め
と
す
る
語

学
。
近
年
で
は
、
韓
国
文
化
の
ブ
ー
ム
に
後

押
し
さ
れ
た
韓
国
語
人
気
が
続
い
て
い
る
が
、

琉
球
舞
踊
家
の
志
田
真
木
さ
ん
も
、
た
く
さ

ん
の
映
画
や
音
楽
に
触
れ
た
こ
と
が
学
び
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　
ま
ず
は
韓
国
語
の
音
の
響
き
に
、
続
い
て

礼
節
を
重
ん
じ
る
韓
国
の
身
体
表
現
の
美
し

さ
に
惹
か
れ
、
言
葉
を
学
ぼ
う
と
思
っ
た
と

い
う
。
最
初
は
独
学
で
始
め
て
み
た
も
の
の
、

や
は
り
正
し
い
発
音
を
学
び
た
い
と
一
念
発

起
。
公
演
や
指
導
な
ど
忙
し
い
仕
事
の
合
間

の
時
間
を
ね
ん捻 

し
ゆ
つ出
し
、
約
１
年
前
に
、
ソ
・
ボ

ミ
先
生
が
教
え
る
ク
ラ
ス
の
扉
を
叩
い
た
。

「
ク
ラ
ス
の
人
と
は
、
一
緒
に
復
習
を
し
次

の
授
業
に
備
え
る
な
ど
助
け
合
っ
て
い
ま
す
。

先
生
は
、
仕
事
で
休
み
が
ち
な
私
の
こ
と
も

気
に
か
け
て
く
だ
さ
り
、
時
に
は
電
話
で
発

音
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
く
だ
さ
る
ほ
ど
指
導
熱

心
で
す
。
私
も
普
段
は
教
え
る
身
で
す
か
ら
、

語
学
だ
け
で
な
く
、
教
師
と
し
て
の
姿
勢
ま

で
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
気
が
し
ま
す
」

　
世
界
各
地
で
公
演
を
す
る
機
会
も
多
い
志

田
さ
ん
だ
が
、
韓
国
語
を
習
い
始
め
て
10
カ

月
後
、
公
演
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
た
め
に

韓
国
に
１
カ
月
滞
在
し
た
。
韓
国
語
し
か
通

じ
な
い
環
境
に
身
を
置
い
た
が
、
想
像
以
上

に
聞
き
取
り
が
で
き
意
思
疎
通
が
は
か
れ
た

こ
と
に
驚
い
た
。「
言
葉
を
習
う
こ
と
で
そ

の
土
地
や
人
へ
の
興
味
が
深
ま
り
、
そ
れ
が

本
業
の
広
が
り
に
も
大
き
く
つ
な
が
っ
た
と

実
感
し
て
い
ま
す
」（
志
田
さ
ん
）

学
び
へ
の
需
要
と
供
給

　
時
間
を
か
け
凝
っ
た
製
本
技
術
を
習
得
す

る
講
座
、
何
年
も
練
習
に
通
い
つ
つ
年
に
一

度
本
格
的
な
舞
台
を
つ
く
る
バ
レ
エ
、
熱
心

な
指
導
で
驚
く
べ
き
上
達
を
遂
げ
た
外
国
語
。

こ
れ
ら
が
み
な
カ
ル
チ
ャ
ー
・
セ
ン
タ
ー
の

講
座
で
行
わ
れ
た
事
実
で
あ
る
こ
と
に
、
改

め
て
驚
か
さ
れ
る
。
商
業
施
設
と
し
て
、
人

び
と
の
学
び
の
情
熱
を
丁
寧
に
す
く
い
取
り
、

そ
の
多
彩
さ
や
内
容
の
密
度
を
進
化
さ
せ
て

き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
カ
ル
チ
ャ
ー
・
セ
ン
タ
ー
は
、
た
だ
学
ぶ

だ
け
で
な
く
、
日
常
の
職
場
や
家
庭
の
人
間

関
係
と
は
別
の
新
し
い
仲
間
を
つ
く
る
場
、

ま
た
新
た
な
自
分
の
可
能
性
を
発
見
す
る
気

づ
き
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
の
講
座

が
、
生
活
の
な
か
で
と
て
も
重
要
な
ポ
ジ
シ

ョ
ン
を
占
め
て
い
る
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
」
と
語
る
の
は
、
池
袋
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
井
上
竜
文
さ
ん
。

　
自
発
的
な
学
び
の
意
欲
に
応
え
た
教
室
で
、

仲
間
と
共
に
楽
し
く
習
う
。
カ
ル
チ
ャ
ー
・

セ
ン
タ
ー
は
、
日
本
の
余
暇
を
彩
る
〝
現
代

の
寺
子
屋
〞
的
存
在
と
い
え
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

芸術家との作品制作

「こえび隊の面 と々地元の
方々が日に日に仲良くなって
いくのを見るのは、
とてもうれしいです」

英、仏、伊、中などの
語学講座が揃うなか、
韓国語の人気が
とみに高まっている。

台湾のアーティスト、ワン・ウェンチーの
竹を使った作品『小豆島の光』の制作でも、
こえび隊が重要な役割を果たした。

竹を切るこえび隊のメンバー。作品が徐 に々姿を現してきた。急ピッチで作品を仕上げる。芸術家とこえび隊の協働の結晶。

�A�m�a�r�i�	�A�y�a�k�o

�S�t�e�p�	�1

�S�t�e�p�	�2

�S�t�e�p�	�3

�S�t�e�p�	�4

琉
球
舞
踊
家
の
志
田
真
木
さ
ん
。

講
師
の
熱
心
な
指
導
に
よ
り
、

１
年
ほ
ど
で
韓
国
語
が
か
な
り

上
達
し
た
と
い
う
。
右
は
、
テ

ジ
ョ
ン
の
大
学
で
学
生
や
先
生

ら
と
と
も
に
行
っ
た
、
琉
球
舞

踊
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
様
子
。

女
木
（
め
ぎ
）
島
（
香
川
県
高

松
市
）
の
大
祭
。
こ
え
び
隊
が

加
わ
る
こ
と
で
、
地
元
の
祭
り

も
ふ
た
た
び
活
性
化
し
た
。

【 

外
国
語
講
座 
】

ア
ー
ト
と
地
元
に
貢
献
す
る
、新
し
い
学
び
の
か
た
ち

芸
術
祭
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

取
材・執
筆
／
編
集
部

22CEL July 201323 CEL July 2013



案内

登録

紹介

依頼

NPOと
プロボノワーカーを
つなぎ支援する

事務局

Pro bono matching organizationNonprofit organization

専門的な
ノウハウ・労働力の

提供

Pro bono worker

個人

法人

NPO プロボノマッチング団体 プロボノワーカー

社
会
的
・
公
共
的
な
目
的

の
た
め
、
職
業
で
培
っ
た

ス
キ
ル
や
知
識
を
提
供
す

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の

こ
と
。
語
源
は
、
ラ
テ
ン

語
の
「
公
共
善
の
た
め
に

（pro bono publico

）」 

に
由
来
す
る
。プ
ロ
ボ
ノ
ワ

ー
カ
ー
と
呼
ば
れ
る
提
供

者
が
、主
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
へ

向
け
、マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や

業
務
フ
ロ
ー
作
成
、W

eb

制
作
な
ど
で
支
援
を
行
う
。

企
業
で
の
取
り
組
み
も
増

え
て
い
る
。

�“�p�r�o�	�b�o�n�o�	�p�u�b�l�i�c�o�”

﹇
プ
ロ
ボ
ノ
﹈

「
プ
ロ
ボ
ノ
」。

そ
れ
は
、最
近
日
本
で
も
注
目
を
浴
び
始
め
た

新
し
い
社
会
貢
献
の
手
法
だ
。

いっ
た
い
そ
れ
は
ど
ん
な
活
動
で
、

ど
ん
な
や
り
が
い
が
感
じ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。

す
で
に
実
践
し
て
い
る
人
た
ち
の

声
を
聴
い
て
み
よ
う
。

取
材・執
筆
／
野
村 

麻
里

　撮
影
／
名
取 

和
久

社
会
貢
献
の
新
し
い
か
た
ち 

プ
ロ
ボ
ノ

「
プ
ロ
ボ
ノ
」
と
は
、
そ
の
語
源
で
あ
る
ラ

テ
ン
語
の
「
公
共
善
の
た
め
に
（pro bono 

publico

）」
に
由
来
す
る
通
り
、
社
会
的
・

公
共
的
な
目
的
の
た
め
に
、
職
業
で
培
っ
た

ス
キ
ル
や
知
識
を
提
供
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
の
こ
と
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
提
供
す
る

先
は
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
で
あ
る
。

　
プ
ロ
ボ
ノ
が
従
来
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
違

う
点
は
、
い
く
つ
か
あ
る
。
一
般
的
な
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
は
、
職
業
や
キ
ャ
リ
ア
は
問
わ

れ
な
い
が
、
プ
ロ
ボ
ノ
で
は
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
な
ス
キ
ル
が
求
め
ら
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
必
要
と
さ
れ
る
の
が
、
広
報
や
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
、
事
業
戦
略
と
い
っ
た
、
相
手

方
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
運
営
の
根
幹
に
関
わ
る
重
要
な

役
務
だ
か
ら
だ
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
違
い
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

側
（
プ
ロ
ボ
ノ
ワ
ー
カ
ー
と
呼
ば
れ
る
）
と

Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
間
を
つ
な
げ
る
、
も
う
ひ
と
つ

の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
存
在
す
る
点
で
あ
る
。
こ
の
Ｎ

Ｐ
Ｏ
が
双
方
の
状
況
を
把
握
し
、
マ
ッ
チ
ン

グ
す
る
こ
と
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ス
タ
ー
ト

す
る
。

　
ア
メ
リ
カ
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
プ
ロ
ボ

ノ
。
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
ボ
ノ
マ
ッ
チ
ン
グ

の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
草
分
け
的
存
在
な
の
が
、「
サ
ー

ビ
ス
グ
ラ
ン
ト
」
だ
。
代
表
の
さ嵯 

が 峨 

い
く生 

ま馬
さ

ん
が
プ
ロ
ボ
ノ
を
知
っ
た
の
は
、
２
０
０
４

年
の
こ
と
。
当
時
シ
ン
ク
タ
ン
ク
に
勤
務
し

な
が
ら
地
域
通
貨
を
広
め
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
活
動

し
て
い
た
嵯
峨
さ
ん
は
、
仕
事
で
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
へ
赴
い
た
際
、
偶
然
に
プ
ロ
ボ
ノ

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
運
営
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ「
タ
ッ

プ
ル
ー
ト
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
」
の
存
在

を
知
る
こ
と
と
な
る
。

「
仕
事
の
ス
キ
ル
を
生
か
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
い
う
の
は
、
私
に
と
っ
て
目
か
ら
鱗
の

発
想
で
し
た
。
そ
し
て
タ
ッ
プ
ル
ー
ト
の
働

き
に
よ
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
成
果
が
上
が
っ

特
集
／
余
暇
か
ら
本
暇
へ
　
そ
の
5

�D
�o�c�u�m

�e�n�t

新しい社会貢献のありかた「プロボノ」の仕組み
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ド
キ
ュ
メ
ン
ト

プロボノマッチング団体
サービスグラント代表

嵯峨生馬さん

日本のプロボノマッチン
グの草分け、NPO 法人
「サービスグラント」代表
理事。日本総合研究所を
経て現職。1974 年生。

個人プロボノワーカーとし
て、NPO法人「荒川ク
リーンエイド・フォーラ
ム」営業資料作成支援プロ
ジェクトに参加した。



て
い
る
こ
と
に
も
驚
き
ま
し
た
」

　
従
来
は
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
関
わ
り
た
い
と
い
う

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
は
多
く
て
も
、
運
営
や

仕
組
み
づ
く
り
ま
で
を
担
う
人
は
少
な
く
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
運
営
の
難
し
さ
を
痛
感
し
て
い
た
嵯

峨
さ
ん
は
、
２
０
０
５
年
に
有
志
を
募
り
、

サ
ー
ビ
ス
グ
ラ
ン
ト
を
立
ち
上
げ
た
。
現
在
、

登
録
し
て
い
る
プ
ロ
ボ
ノ
ワ
ー
カ
ー
は
約
１

７
０
０
人
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
約
１
２
０
団
体
に
上

る
。

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
通
常
、
チ
ー
ム
で
進

め
ら
れ
る
。
１
チ
ー
ム
５
、
６
人
で
、
期
間

は
約
半
年
。
チ
ー
ム
の
な
か
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
ひ
と
り
決
め
、
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
が
全
体
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整
や
管

理
を
す
る
。
各
自
は
終
業
後
や
週
末
の
時
間

を
使
っ
て
作
業
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
は
メ
ー
ル
や
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
の
ツ
ー
ル

が
使
わ
れ
る
。

誰
も
が

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

　
大
手
電
機
メ
ー
カ
ー
に
勤
め
る
松
田
直
子

さ
ん
は
、
も
と
も
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
活
動
に
強
い

興
味
が
あ
り
、
個
人
的
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
本
を
読
ん
だ
り
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
学
ん
だ
り

し
て
い
た
が
、
研
修
の
際
に
知
っ
た
サ
ー
ビ

ス
グ
ラ
ン
ト
へ
、
２
０
１
１
年
に
登
録
。
東

京
湾
に
注
ぐ
荒
川
の
清
掃
を
行
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人「
荒
川
ク
リ
ー
ン
エ
イ
ド
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

の
営
業
資
料
作
成
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参

加
し
た
。

「
私
は
営
業
職
を
長
く
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、

自
分
を
何
か
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
だ
と
思
っ

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
ど
こ
に
ど
う
営
業
す
べ

き
か
な
ど
、
自
分
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
と
て
も
役

に
立
っ
た
。
嬉
し
か
っ
た
で
す
」

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
終
わ
っ
た
今
も
、
プ
ロ

ボ
ノ
ワ
ー
カ
ー
の
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
で
、

時
々
集
ま
っ
て
は
遊
び
に
行
く
関
係
が
続
い

て
い
る
。
プ
ロ
ボ
ノ
は
、
自
分
が
外
の
世
界

で
ど
の
く
ら
い
力
が
あ
る
か
を
知
る
チ
ャ
ン

ス
と
い
う
。

「
な
ぜ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
す
る
の
？
と
聞
か
れ

た
ら
、
タ
ダ
で
勉
強
で
き
て
役
に
も
立
て
る
。

一
石
二
鳥
に
も
三
鳥
に
も
な
る
の
よ
、
と
答

え
て
い
ま
す
」

広
が
る
企
業
の

プ
ロ
ボ
ノ
活
動

　
最
近
は
、
企
業
で
チ
ー
ム
を
作
り
プ
ロ
ボ

ノ
に
参
加
す
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
る
。
日

本
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
㈱
も
そ
の
う
ち
の
ひ
と

つ
だ
。
不
登
校
や
ひ
き
こ
も
り
、
中
退
な
ど

を
経
験
し
た
人
向
け
の
個
別
指
導
塾
「
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
キ
ズ
キ
」
の
業
務
フ
ロ
ー
設
計
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
社
員
の
青
木
卓
さ
ん
、
市

川
和
子
さ
ん
、
松
山
秀
勝
さ
ん
の
３
人
が
参

加
し
た
。
会
社
の
プ
ロ
ボ
ノ
募
集
の
説
明
会

に
応
募
し
た
20
〜
30
人
の
な
か
か
ら
青
木
さ

ん
が
ア
カ
ウ
ン
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
選
ば
れ
、

彼
が
他
の
メ
ン
バ
ー
を
選
出
し
た
。

　
キ
ズ
キ
で
は
、
生
徒
の
人
数
が
増
え
る
に

つ
れ
、
書
類
の
整
理
か
ら
金
銭
の
や
り
と
り

ま
で
、
運
営
に
あ
た
っ
て
の
煩
雑
な
業
務
の

把
握
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。

「
キ
ズ
キ
さ
ん
の
場
合
、
学
習
塾
と
い
っ
て

も
一
般
の
塾
と
は
事
情
が
違
い
ま
す
よ
ね
。

で
す
か
ら
、
ま
ず
は
私
た
ち
が
キ
ズ
キ
さ
ん

の
業
務
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
業
務
フ
ロ
ー
設
計
を
成
果
物
に
す
る

と
決
め
、
提
案
し
た
の
で
す
」（
青
木
さ
ん
）

　
実
際
に
フ
ロ
ー
図
を
描
い
て
み
る
と
、
意

外
な
問
題
が
生
じ
た
。

「
私
た
ち
は
同
僚
で
す
か
ら
、
あ
る
程
度
同

じ
や
り
方
を
共
有
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
な
の
に
、
各
自
が
担
当
し
た
フ
ロ
ー

図
を
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
み
ん
な
バ
ラ

バ
ラ
（
笑
）。
お
互
い
の
認
識
を
揃
え
る
の

に
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
」（
市

川
さ
ん
）

　
し
か
し
結
果
的
に
は
、
プ
ロ
ボ
ノ
活
動
で

思
い
が
け
ず
社
員
の
結
束
が
高
め
ら
れ
る
こ

と
に
も
な
っ
た
よ
う
だ
。

　
そ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
フ
ロ
ー
図
に
つ

い
て
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
キ
ズ
キ
の
代
表
、
安
田

祐
輔
さ
ん
は
、

「
僕
ら
の
よ
う
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
立
ち
上
げ
る
人

間
と
い
う
の
は
、
つ
い
現
場
の
支
援
に
ば
か

り
目
が
い
き
が
ち
な
ん
で
す
が
、
実
際
に
難

し
い
の
は
運
営
の
方
な
ん
で
す
。
今
は
フ

ロ
ー
図
が
で
き
た
お
か
げ
で
、
何
を
す
れ
ば

い
い
の
か
が
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
気
が
つ
か
な
い
間
に
楽
に
な
っ
て
い

る
、
そ
ん
な
感
じ
で
す
」

と
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
る
。

「
私
は
将
来
、
リ
タ
イ
ア
し
た
ら
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
し
よ
う
と
思
い
、
機
会
が
あ
る
た

び
に
い
ろ
い
ろ
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し

て
い
ま
し
て
。
自
分
の
特
技
を
生
か
し
て
支

援
で
き
る
な
ら
、
そ
の
方
が
受
け
る
側
に

と
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
し
た
ね
。
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
も
た
だ
闇
雲
に
や
っ
て
は
だ
め
で
、

あ
る
程
度
、
組
織
化
さ
れ
て
い
る
方
が
役
に

立
つ
。
プ
ロ
ボ
ノ
は
組
織
化
さ
れ
て
い
て
、

す
ば
ら
し
い
在
り
方
だ
と
思
い
ま
す
よ
」（
松

山
さ
ん
）

　
青
木
さ
ん
と
市
川
さ
ん
は
「
自
分
の
で
き

る
こ
と
で
他
の
方
の
お
役
に
立
て
る
な
ら
」

と
い
う
気
持
ち
で
応
募
し
た
と
い
う
。
実
際

に
や
っ
て
み
て
、

「
キ
ズ
キ
さ
ん
の
問
題
は
、
始
め
た
ば
か
り

の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
な
ら
、
ど
こ
に
で
も
起

こ
り
う
る
問
題
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
私

た
ち
が
や
っ
た
こ
と
は
、
他
の
企
業
や
分
野

に
も
応
用
で
き
る
と
思
い
ま
し
た
」（
市
川

さ
ん
）。

プ
ロ
ボ
ノ
で

社
会
が

変
わ
る
?!

　
プ
ロ
ボ
ノ
は
社
会
貢
献
の
ひ
と
つ
に
は
違

い
な
い
が
、
与
え
る
側
に
も
多
く
の
成
果
を

残
す
よ
う
だ
。
己
の
ス
キ
ル
の
汎
用
性
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
職
場
以
外
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
広
が
る
。
相
手
方
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
協

働
す
る
こ
と
で
、
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

へ
の
問
題
意
識
が
芽
生
え
る
。
社
員
同
士
の
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�a�z�u�k�o

�A
�o�k�i�	�T�a�k�u

�Y�a�s�u�d�a�	�Y�u�s�u�k�e つ
な
が
り
が
強
ま
る
。
自
分
の
働
き
方
を
見

直
し
、
ひ
い
て
は
生
き
方
を
も
見
つ
め
直
す

き
っ
か
け
に
な
る
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
プ
ロ
ボ
ノ
と
い
う
働
き
方
に
は
、「
仕
事

と
余
暇
」
だ
け
で
な
く
、「
ビ
ジ
ネ
ス
と
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
」「
個
人
と
公
共
」
な
ど
の
概

念
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
も
た
ら
す
可
能

性
が
隠
さ
れ
て
い
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

�M
�a�t�s�u�y�a�m

�a�	�H
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プロボノワーカー

松山秀勝さん

NPO

安田祐輔さん

プロボノワーカー

市川和子さん

26CEL July 201327 CEL July 2013

「業務フロー図作成では、
業務を把握し理解を深める
ため、何度も『NPOキズ
キ』に足を運び、ヒアリン
グを重ねました」

支援を受けた「NPO法人
キズキ」の代表。「フロー
図のおかげでスタッフが共
通認識を持てて、業務が円
滑になった」と喜ぶ。

「プロジェクトの期間中
は、メンバー間でミーティ
ングを週に一度。作業は終
業後や週末時間を利用して
いました」

プロボノワーカー

青木 卓さん

アカウントディレクターと
して日本マイクロソフト㈱
のプロボノチームをまと
め、フロー図設計を提供し
た。

フロー図を前に談笑する
NPO代表とプロボノワー
カー。制作には、マイクロ
ソフト社製品の「エクセ
ル」や「パワーポイント」
が活躍したという。



豊
か
な
余
暇
を
生
き
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
の
は
、

家
と
職
場
以
外
の
、も
う
ひ
と
つ
の
居
場
所―

―

。

自
宅
の一
部
を
開
放
し
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
と
し
て
提
供
す
る「
住
み
開
き
」や
、

芸
術
文
化
の「
場
」を
つ
く
る
ユ
ニ
ー
ク
な
催
し
な
ど
、

ア
サ
ダ
ワ
タ
ル
氏
が
手
が
け
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な

〝
日
常
再
編
集
〞の
試
み
か
ら
、

余
暇
の
新
し
い
可
能
性
を
探
っ
て
み
よ
う
。

イ
ス
）
が
「
家
」、
第
二
の
場
所
（
セ
カ
ン

ド
プ
レ
イ
ス
）
が
「
職
場
」、
そ
し
て
そ
の

二
つ
の
中
間
地
点
に
あ
る
第
三
の
場
所
、
す

な
わ
ち
「
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
集
う
場

所
」
を
「
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
」
と
呼
ぶ
こ
の

考
え
方
は
、
１
９
８
９
年
に
米
国
の
都
市
生

活
学
者
、
レ
イ
・
オ
ル
デ
ン
バ
ー
グ
に
よ
っ

て
提
唱
さ
れ
た
。
日
本
に
お
い
て
も
現
在
、

ほ
っ
こ
り
く
つ
ろ
げ
る
お
洒
落
な
カ
フ
ェ

や
、
音
楽
や
絵
画
が
楽
し
め
る
ア
ー
ト
ス

ペ
ー
ス
、
地
域
の
集
い
の
場
と
し
て
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形

態
の
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
が
存
在
し
て
い
る
。

実
際
、
筆
者
自
身
も
こ
の
10
年
間
、
こ
の
よ

う
な
ス
ペ
ー
ス
の
運
営
に
い
く
つ
も
関
わ
っ

て
き
た
（
＊
２
）。
そ
の
中
で
、
と
り
わ
け

こ
こ
数
年
感
じ
る
こ
と
は
、「
サ
ー
ド
プ
レ

イ
ス
が
果
た
す
社
会
的
機
能
が
、
フ
ァ
ー
ス

ト
プ
レ
イ
ス
や
セ
カ
ン
ド
プ
レ
イ
ス
の
中
に

〝
織
り
込
み
済
み
〞
に
な
っ
て
き
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
だ
。
噛
み
砕
い
て
言
え
ば
、
家

や
職
場
自
体
に
、
家
族
や
同
僚
を
超
え
た
新

た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
シ
ェ
ア
ハ
ウ

ス
や
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
、
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス

ペ
ー
ス
と
い
っ
た
言
葉
を
、
昨
今
よ
く
耳
に

さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
家
族
以
外
の
複
数
人
と
共
に
暮
ら
す
シ
ェ

ア
ハ
ウ
ス
の
存
在
は
、
と
り
わ
け
新
し
い
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
の
学
生
時
代

で
あ
っ
た
１
９
９
０
年
代
後
半
〜
２
０
０
０

年
代
初
頭
に
お
け
る
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
の
存
在

意
義
は
、「
一
緒
に
住
む
と
安
く
住
め
る
か

ら
」
と
い
う
経
済
的
な
理
由
が
圧
倒
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
在
は
、
生
活
を

シ
ェ
ア
す
る
こ
と
が
、
そ
の
人
の
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
や
働
き
方
の
構
築
に
強
く
結
び
つ
き

つ
つ
あ
る
。
つ
ま
り
文
化
的
な
価
値
観
や
社

会
的
な
人
脈
を
獲
得
す
る
た
め
の
シ
ェ
ア
に

移
行
し
つ
つ
あ
る
の
だ
。
筆
者
は
２
０
０
６

〜
10
年
、
大
阪
市
北
区
南
森
町
の
住
居
用
マ

ン
シ
ョ
ン
の
一
室
に
て
「
２
０
８
」
と
い
う

ス
ペ
ー
ス
を
数
人
の
仲
間
た
ち
と
運
営
し
て

い
た
。
ラ
イ
タ
ー
、W

eb

デ
ザ
イ
ナ
ー
、

翻
訳
家
、
百
貨
店
や
映
像
制
作
会
社
の
社
員

な
ど
６
人
ほ
ど
の
メ
ン
バ
ー
が
集
う
、
シ
ェ

ア
ハ
ウ
ス
兼
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
と
し
て
の
取

り
組
み
で
あ
っ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
各
々
が
鍵

を
持
ち
、
時
に
家
と
し
て
使
い
（
泊
ま
っ
た

り
、
風
呂
に
入
っ
た
り
、
ご
飯
を
作
っ
た

り
）、
時
に
職
場
と
し
て
も
活
用
し
た（
ノ
ー

ト
Ｐ
Ｃ
を
持
ち
込
み
仕
事
を
し
た
り
、
打
ち

合
わ
せ
場
所
に
し
た
り
）。
あ
わ
せ
て
、
こ

の
メ
ン
バ
ー
同
士
が
持
っ
て
い
る
ス
キ
ル
や

人
脈
を
シ
ェ
ア
す
る
意
味
も
込
め
て
、
月
に

一
度
、
メ
ン
バ
ー
の
推
薦
に
よ
る
ゲ
ス
ト
を

招
い
て
の
ト
ー
ク
サ
ロ
ン
を
開
催
。
メ
ン

バ
ー
自
ら
が
パ
ス
タ
を
作
り
、
限
定
15
名
の

一
般
参
加
者
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
募
り
、
集

ま
っ
た
者
同
士
が
ゲ
ス
ト
を
囲
み
な
が
ら
飲

食
を
共
に
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
語
り
合

う
場
。
そ
の
「
場
」
づ
く
り
を
繰
り
返
し
て

い
く
こ
と
に
よ
り
、
異
分
野
・
異
領
域
の
人

び
と
が
自
ら
の
専
門
性
の
延
長
で
は
築
く
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
価
値
観
の
融
合
を
生
み

出
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
ま
た
我
々
と
同

じ
よ
う
に
、
生
活
や
仕
事
を
シ
ェ
ア
す
る
環

境
を
オ
ー
ガ
ナ
イ
ズ
す
る
者
同
士
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
生
ま
れ
て
く
る
過
程
で
、
筆
者
は

「
自
宅
を
代
表
と
し
た
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
ス

ペ
ー
ス
を
、
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
き
っ
か

け
に
無
理
な
く
他
者
へ
と
ち
ょ
っ
と
だ
け
開

く
」
活
動
を
、
２
０
０
８
年
よ
り
「
住
み
開

き
」（
＊
３
）
と
名
付
け
、
そ
の
実
践
を
提

唱
す
る
取
り
組
み
を
始
め
た
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
と
、
も
は
や
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が

私
生
活
で
、
仕
事
で
、
趣
味
で
、
と
い
っ
た

ボ
ー
ダ
ー
自
体
が
い
ま
ま
さ
に
日
々
更
新
さ

れ
続
け
て
い
る
の
だ
。

「
ポ
ス
ト
余
暇
」
を

生
き
る
試
み

「
稼
ぐ
」
と
「
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
」
と
い
う

二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、
余
暇
と
労
働
を

二
分
す
る
ボ
ー
ダ
ー
そ
の
も
の
が
溶
解
し
て

い
っ
て
い
る
様
を
語
っ
て
き
た
。
そ
こ
か
ら

考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
こ
の

「
余
っ
た
暇
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
を
再

編
集
す
る
知
恵
が
今
後
求
め
ら
れ
て
い
く
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、「
余

暇
」
そ
の
も
の
の
意
義
だ
け
で
な
く
、
新
し

い
働
き
方
、
そ
し
て
仕
事
を
通
じ
た
新
た
な

社
会
貢
献
の
有
り
様
を
も
考
え
る
き
っ
か
け

を
発
明
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ

う
。
次
頁
で
は
、
い
ま
こ
の
時
代
に
求
め
ら

れ
る
「
ポ
ス
ト
余
暇
」、
す
な
わ
ち
本
特
集

テ
ー
マ
で
あ
る
「
本
暇
」
を
体
現
す
る
た
め

の
レ
ッ
ス
ン
的
な
思
考
、
お
よ
び
筆
者
が
取

り
組
む
芸
術
文
化
実
践
に
つ
い
て
、
写
真
と

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
で
紹
介
を
す
る
の
で
、
ど
う

ぞ
参
照
さ
れ
た
い
。

　
先
だ
っ
て
あ
る
企
画
で
「
い
ろ
い
ろ
〝
か

せ
ぐ
（
稼
ぐ
）〞
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
ト
ー

ク
を
し
た
。
人
は
お
金
だ
け
じ
ゃ
な
い
い
ろ

い
ろ
な
価
値
を
稼
い
で
い
る
、
そ
れ
に
対
し

意
識
的
に
な
る
こ
と
で
生
き
方
・
働
き
方
が

変
わ
る
の
で
は
？
　
―
―
こ
ん
な
こ
と
を
参

加
者
と
語
り
合
い
つ
つ
、
筆
者
自
身
の
仕
事

の
変
遷
を
紹
介
し
た
の
だ
が
、
ま
ず
も
っ
て

こ
の
「
稼
ぐ
」
と
い
う
言
葉
の
語
源
が
気
に

な
っ
た
の
で
調
べ
て
み
た
（
＊
１
）。

　
稼
ぐ
と
い
う
言
葉
は
（
中
略
）
紡
い
だ

糸
を
巻
き
取
る
道
具
の
「
か
せ
」
に
由
来

す
る
説
が
あ
る
。
紡
い
だ
糸
を
か
せ
に
巻

く
こ
と
を「
か
せ
ぐ
」と
い
う
。そ
し
て
、

か
せ
は
休
み
な
く
動
い
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
こ
と
か
ら
、
か
せ
の
よ
う
に
仕
事
に

励
む
こ
と
を
「
か
せ
ぐ
」
と
い
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。ま
た
、
稼
ぐ
の「
か
せ
」

は
「
か
せ
（
日
迫
）」
の
意
味
で
、
昼
夜

に
迫
り
、
止
ま
る
所
を
知
ら
な
い
こ
と
を

い
っ
た
と
す
る
説
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
稼
ぐ
と
い
う
言
葉
は
、
も

と
も
と
は
日
夜
仕
事
に
励
む
こ
と
を
表
し
て

お
り
、
お
金
を
得
る
こ
と
は
後
世
に
な
っ
て

派
生
し
た
二
義
的
な
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
筆
者
が
語
り
た

か
っ
た
こ
と
で
、
語
源
的
に
見
て
も
24
時

間
、
３
６
５
日
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間
の
中

で
、「
稼
ぐ
」
に
オ
フ
タ
イ
ム
は
な
い
の
だ
、

と
気
づ
か
さ
れ
た
。
文
字
通
り
、「
あ
の
人
い

つ
も
忙
し
そ
う
に
バ
タ
バ
タ
し
て
い
る
ね
」

と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
は
な
く
、「
い
ま
こ

の
瞬
間
も
自
分
は
動
き
〝
何
か
〞
を
常
に
稼

い
で
い
る
」と
い
う「
意
識
」の
問
題
な
の
だ
。

　
こ
の
意
識
を
持
っ
た
状
態
で
考
え
る
と
、

「
働
く
」（
労
働
）
と
「
休
む
・
遊
ぶ
」（
余
暇
）

と
の
間
に
あ
る
ボ
ー
ダ
ー
が
、
と
て
も
曖
昧

に
感
じ
ら
れ
て
く
る
。

家
や
職
場
以
外
の
、

第
三
の
場
所

　
ま
た
、
余
暇
を
語
る
上
で
重
要
な
言
葉
と

し
て
、「
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
」
を
紹
介
し
た

い
。
都
市
生
活
者
に
と
っ
て
必
要
な
居
場
所

と
し
て
、
第
一
の
場
所
（
フ
ァ
ー
ス
ト
プ
レ

新
し
い「
居
場
所
」か
ら
余
暇
を
再
編
集
す
る

ア
サ
ダ
ワ
タ
ル

特
集
／
余
暇
か
ら
本
暇
へ
　
そ
の
6

エ
ッ
セ
イ

�A�s�a�d�a�	�W�a�t�a�r�u

あ
さ
だ
・
わ
た
る
／
１
９
７
９

年
、
大
阪
府
生
ま
れ
。
日
常
編

集
家
。
音
楽
演
奏
を
は
じ
め
、

分
野
を
超
え
た
さ
ま
ざ
ま
な

「
場
」
や
「
事
」
を
企
画
し
て

演
出
し
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
文

章
を
書
き
講
演
を
行
う
。
ユ
ニ

ッ
ト
「
Ｓ
ｊ
Ｑ
」
ド
ラ
ム
担
当
。

著
書
に
『
住
み
開
き
　
│
│

家
か
ら
始
め
る
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
』

（
筑
摩
書
房
）
な
ど
。
神
戸
女

学
院
Ｃ
Ｄ
Ｐ
非
常
勤
講
師
、
滋

賀
県
立
大
学
大
学
院
環
境
科
学

研
究
科
博
士
後
期
課
程
在
籍
。

Tw
itter.@

w
ataruasada

写
真
提
供
＝

八
戸
ポ
ー
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

は
っ
ち

（
＊
１
）語
源
由
来
辞
典http:// 

gogen-allguide.com
/ka/kasegu. 

htm
l（

株
式
会
社
ルッ
ク
バ
イ
ス
）よ
り
。

『
日
本
語
源
大
辞
典
』（
前
田
富
祺
監

修
、２
０
０
５
年
、小
学
館
）に
も
同
様

の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

（
＊
２
）ア
サ
ダ
ワ
タ
ル「
築
港
Ａ
Ｒ
Ｃ
：

多
分
野
を
繋
げ
る
ア
ー
ト
リ
ソ
ー
ス

活
用
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ソ
ッ
ド
創
出
」

『
ア
ー
ト
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
　
│
│
リ
レ

ー
す
る
構
造
』（BankA

RT

１
９
２
９

編
、２
０
０
９
年
、BankA

R
T

出
版
、

１
８
０
〜
１
８
３
頁
）

ア
サ
ダ
ワ
タ
ル「
日
常
編
集
」『
編
集
進

化
論
　
│
│edit

す
る
の
は
誰
か
？
』

（
仲
俣
暁
生
編
、２
０
１
０
年
、フ
ィ
ル

ム
ア
ー
ト
社
、１
２
１
〜
１
３
８
頁
）

（
＊
３
）『
住
み
開
き
　
│
│
家
か
ら
始

め
る
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
』（
ア
サ
ダ
ワ
タ
ル
著
、

２
０
１
２
年
、筑
摩
書
房
）
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筆者がはじめに取り組んだ「住
み開き」スペース。シェアメン
バーの推薦による月例ゲストト
ークサロン「SHOWCASE」は合
計65回にまで及び、「住み開
き」というコンセプトはこの実
践から生み出された。2010年以
降は、常連だった参加者によっ
て古本屋兼サロンとして運営さ
れ、人的ネットワークが引き継
がれている。

208 南森町

「住み開き」
誕生の地

�P�r�o�j�e�c�t�	

（大阪市北区）

�1

職業訓練施設で企画コーディネ
ーターとして働く30 代前半の梅
山晃佑さんが、長屋の2畳間を
「大学」として2008 年より開放。
仕事の合間に、誰もが講師・生
徒になれる自宅大学を開講し「学
び」や「働き方」をテーマに一
貫した社会活動を行う。また、
梅山さんは会社の事業として
2012 年より自宅近所でコワーキ
ングスペース「往来」も運営中。

２畳大学

下町の一角に
開講した
小さな学び舎

�P�r�o�j�e�c�t�	

（大阪市中央区）

�2

長年の間、ご主人と写真館を経
営してきた藤井千代栄さん。還
暦を迎え、館を閉めたら世間と
のつながりが保てなくなると考
え、元写真スタジオだった店舗
付住宅を、2010年よりサロンに
開放した。これまでのキャリア
を生かして「写真整理楽」とい
うワークショップを目玉に、さ
まざまな世代が交流する場づく
りにいそしむ。

千代の家

写真で
人びとを
つなぐサロン

�P�r�o�j�e�c�t�	

（大阪市福島区）

�3

筆者の自宅兼オフィスであるス
ペース。2012年の春、大阪から
琵琶湖に近い大津市の長屋に転
居し、築50年ほどの長屋を建築
に携わる友人たちとともにプチ
リノベーションした。時折、
Facebookなどで参加を呼びかけ
てトークイベントを開催。大阪
と東京の知人と、滋賀で活動す
る知人とをつなぐ役割を少しず
つ実践している。

湖と猫（仮称）

改修した
家を自ら

“住み開く”

�P�r�o�j�e�c�t�	

（滋賀県大津市）

�4

好きなことをきっかけに、プライベートな
スペースを、他者へ向け、ちょっとだけ開いてみる。

いったいどこからどこまでが
私生活で、仕事で、趣味で、というボーダーが、

日々更新され続けている。

実践「住み開き」。時間も、空間も、共にシェアする

社会的マイノリティの立場に置
かれた人をはじめ、多様な背景
を持つ人びとが参加し、各々が
選んだCDと曲を流しながら少し
ずつ言葉を紡いでいく。2012年
に渋谷ギャラリー・ルデコで開
催された。肩書きや容姿に対す
る先入観を可能な限り取っ払っ
た状態でお互いに出会うこのよ
うな表現活動は、これからの余
暇にも求められるのでは。
主催：津田塾大学ソーシャル・メディア・センター

「あなたの音楽を
傾聴します」

音楽 CDを
介して記憶を
分かち合う

�P�r�o�j�e�c�t�	

ワークショップ

――筆者の試みから

�1

高知県四万十市西土佐小学校で
2012～13年に開催。児童クラブ
の高学年児童60人が「自分と同
じ年くらいの時に最も好きだっ
た音楽と、その理由」を家庭内
インタビュー。結果から選曲し、
コピーバンドを結成。最後は参
観日を兼ね家族に演奏を贈る。
地元のバンド経験者が指導する
など、普段の授業にない地域と
家族と学校の出会いを演出。
主催：「トヨタ・子どもとアーティストの出会い 
in 高知」実行委員会

「コピーバンド
プレゼントバンド」

思い出の曲を
子どもたちの
演奏で贈る

�P�r�o�j�e�c�t�	

ワークショップ

�2

近江八幡市にある昭和初期の町
家を改装し2004年6月に開館した。
福祉分野が生んだ美術館のユニ
ークな試みとして、福祉施設で
生活する知的障がい者の斬新な
美術作品と、現代美術の気鋭の
作品を並列に展示。福祉の世界
の“余暇活動”で生まれた造形
物は、その枠組みを超え、広く
社会に表現の可能性を提起。筆
者も運営委員の一人。
運営：社会福祉法人滋賀県社会福祉事業団

「NO-MA」

表現の普遍を
観る者に問う

�P�r�o�j�e�c�t�	

ボーダレス・アートミュージアム

�3

日本人の余暇的趣味の代表・カ
ラオケをテーマに、カラオケボ
ックスを借りきり本気でイベン
トをやった一例。参加者はプロ
のクラブDJ選曲のJ-POPで踊りな
がら歌いたい曲をリクエスト、
順にマイクを回していく。カラ
オケボックスなき時代の“スナ
ックスタイル”を現代的に採用、
歌を通じ見知らぬ人同士の出会
いの場を創出した。
主催：カラオケボックスの新しい使い方 
実行委員会

「Club SHIDAX
ｂy

KARAOKEDISCO!!」

スナック風
カラオケで
出会いを演出

�P�r�o�j�e�c�t�	

ライブパーティー

�4

出会いとコミュニケーションが、新しい芸術文化の「場」をつくる

「住み開き」
美術や音楽が

人びとの間のボーダーを取り去り、
コミュニケーションをつないでいく。

芸術文化を生み出す
さまざまな「サードプレイス」の提案。

「場」をつくる。

・
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皆
さ
ん
は
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

（
以
下
、Ｗ
Ｌ
Ｂ
）と
い
う
言
葉
か
ら
、
ど
の

よ
う
な
考
え
方
を
連
想
さ
れ
ま
す
か
？

「
天
秤
が
つ
り
あ
う
よ
う
に
仕
事
と
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
の
『
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
』
と
い
う
考

え
方
」
や
「『
ゆ
と
り
』
を
も
っ
て
ゆ
っ
た

り
と
働
く
こ
と
」
な
ど
様
々
な
捉
え
方
が
あ

り
ま
す
が
、
実
は
い
ず
れ
も
本
来
の
意
味
と

は
少
し
違
い
ま
す
。

　
Ｗ
Ｌ
Ｂ
と
は
、「
私
生
活
の
充
実
に
よ
り

仕
事
が
う
ま
く
進
み
」「
仕
事
が
う
ま
く
い

く
こ
と
で
私
生
活
も
う
る
お
う
」と
い
う「
仕

事
と
生
活
の
相
乗
効
果
を
高
め
る
考
え
方
と

取
り
組
み
」
全
般
を
指
し
ま
す
。
仕
事
に
お

い
て
高
い
付
加
価
値
を
提
供
し
、
成
果
を
上

げ
る
た
め
に
は
、
広
い
視
野
や
知
識
・
ス
キ

ル
・
人
脈
が
必
要
で
、
そ
れ
ら
は
仕
事
以
外

の
場
で
身
に
つ
く
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

つ
ま
り
仕
事
以
外
の
場
を
大
切
に
す
る
こ
と

で
、
む
し
ろ
短
時
間
で
仕
事
の
成
果
を
上
げ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　
Ｗ
Ｌ
Ｂ
は
、
ど
ち
ら
か
を
な
い
が
し
ろ
に

し
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
双

方
を
う
ま
く
調
和
さ
せ
相
乗
効
果
を
及
ぼ
し

合
う
好
循
環
を
生
み
出
す
こ
と
が
本
来
の
目

的
と
い
え
る
の
で
す
。ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ「
シ

ナ
ジ
ー
」
と
い
う
言
葉
の
ほ
う
が
ぴ
っ
た
り

来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
今
、
多
く
の
日
本
人
は
私
生
活
を

犠
牲
に
し
て
残
業
や
休
日
出
勤
、
家
族
や
友

人
、
恋
人
と
一
緒
に
過
ご
す
十
分
な
時
間
を

取
れ
な
い
う
え
に
自
分
の
時
間
も
ほ
と
ん
ど

な
い
状
態
で
す
。
一
度
「
ラ
イ
フ
」
の
時
間

に
目
を
向
け
、
仕
事
で
成
果
を
出
し
な
が
ら

人
生
を
よ
り
豊
か
に
過
ご
す
た
め
の
第
一
歩

を
踏
み
出
し
ま
し
ょ
う
。

時
間
が

足
り
な
く
な
る

将
来
に
向
け
て

　
ま
た
、
今
後
５
〜
10
年
で
到
来
す
る
「
大

介
護
時
代
」
に
よ
っ
て
、
介
護
と
仕
事
を
両

立
す
る
た
め
の
時
間
も
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
私
は
こ
れ
を
「
も
う
１
つ
の
２
０
０
７

年
問
題
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
２
０
２
０
年
頃
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
２
０

０
７
年
問
題
」
で
退
職
し
た
団
塊
世
代
が
一

斉
に
要
介
護
世
代
（
70
歳
以
上
）
に
突
入
し

ま
す
。
彼
ら
を
介
護
す
る
役
割
を
担
う
可
能

性
が
高
い
の
は
そ
の
子
ど
も
で
あ
る
団
塊
ジ

ュ
ニ
ア
世
代
で
す
。

　
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
は
共
働
き
が
多
く
パ

ー
ト
ナ
ー
も
仕
事
を
持
っ
て
お
り
、
介
護
施

設
も
満
員
で
あ
る
た
め
、
自
分
の
親
は
自
分

で
面
倒
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
（
介

護
難
民
）
に
陥
る
可
能
性
が
高
い
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
働
い
て
い
る
人
の
７
割
は
男
性
で
、

未
婚
率
も
30
〜
34
歳
は
男
性
が
女
性
よ
り
約

15
％
高
い
と
い
う
調
査
結
果
（
２
０
０
５
年

国
勢
調
査
）
が
出
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

男
性
で
未
婚
で
し
か
も
兄
弟
が
い
な
い
人
は
、

親
の
介
護
の
問
題
が
直
接
降
り
か
か
っ
て
く

る
た
め
逃
れ
よ
う
が
な
く
、
会
社
で
い
か
に

重
要
な
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
い
よ
う
と
、
休
業

も
し
く
は
短
時
間
勤
務
の
選
択
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
確
率
が
高
く
な
る
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
今
潤
沢
に
あ
る

よ
う
な
感
覚
で
い
る
「
仕
事
の
時
間
」
も
短

く
な
り
ま
す
し
、「
余
暇
」
と
い
わ
れ
て
い
る

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
時
間
も
や
ら
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
山
積
み
、
と
い
う
状
況
も
予
想
さ

れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
大
切
な
の
は
い
か
に
時

間
を
創
り
出
し
、
効
果
的
に
使
う
か
、
と
い

う
視
点
で
す
。
将
来
の
自
分
に
対
す
る
「
投

資
」と
言
い
換
え
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
匹
狼
型
か
ら

チ
ー
ム
で

成
果
を
上
げ
る

チ
ー
ム
型
へ

　
時
間
を
創
り
出
す
た
め
に
必
要
な
取
り
組

み
と
し
て
、
仕
事
の
効
率
化
が
あ
り
ま
す
。

１
つ
１
つ
の
作
業
に
か
か
る
時
間
を
短
く
す

る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
今
回
は
「
チ

ー
ム
」
で
情
報
や
仕
事
を
共
有
し
な
が
ら
成

果
を
上
げ
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
取

り
上
げ
ま
し
ょ
う
。

　
こ
れ
ま
で
の
日
本
は
、
時
間
的
制
約
を
一

切
持
た
ず
、
チ
ー
ム
の
誰
よ
り
も
成
果
を
上

げ
て
あ
ら
ゆ
る
ス
キ
ル
で
メ
ン
バ
ー
を
圧
倒

し
て
、
カ
リ
ス
マ
性
を
備
え
て
い
る
一
匹
狼

型
の
リ
ー
ダ
ー
が
牽
引
し
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
こ
れ
か
ら
は
、
チ
ー
ム
の
一
人
ひ
と
り

が
時
間
的
制
約
を
持
ち
つ
つ
も
個
性
や
能
力

を
フ
ル
に
発
揮
し
て
、
チ
ー
ム
で
力
を
合
わ

せ
て
成
果
を
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
チ
ー
ム
の
全
員
が
一
定
の
時
間
内

に
存
分
に
力
を
出
せ
る
環
境
づ
く
り
が
大
切
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今
求
め
ら
れ
る

「
ワ
ー
ク・

ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
」
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こ
む
ろ
・
よ
し
え
／
㈱
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
代
表
取

締
役
社
長
。
9
0
0
社
以
上
の

企
業
へ
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

実
績
を
持
ち
、
残
業
を
減
ら
し

て
業
績
を
上
げ
る
「
働
き
方
の

見
直
し
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
」

の
手
法
に
定
評
が
あ
る
。
二
児

の
母
の
顔
を
も
つ
。
内
閣
府
の

委
員
な
ど
複
数
の
公
務
を
兼
任
。

『
6
時
に
帰
る
チ
ー
ム
術
』
な

ど
著
書
多
数
。
2
0
1
3
年
4

月
よ
り
N
H
K
の
ニ
ュ
ー
ス
番

組
「
N
E
W
S 

W
E
B
」
の

レ
ギ
ュ
ラ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
と

し
て
生
出
演
。

http://w
ork-life-b.com

/

小
室 

淑
恵

特
集
／
余
暇
か
ら
本
暇
へ　

そ
の
7

エ
ッ
セ
イ

Essay

チ
ー
ム
力
で
時
間
を
生
み
出
そ
う

「１案件・１人担当」制

たとえば
１人で仕事を受け持つよりも
2人でアシストし合う方が、

成果があがる

A
B

A

Chart 1

成果
アップ!

担当に情報が集約、一見効
率がよさそうだが、急な休
みに対応できない等様々な
リスクがある。

「１案件・2人担当」制

メイン・サブと役割を分け、
共有ツールを工夫すること
で情報を共有、時間的負担
を減らす。

Main Sub

C

B

Main Sub

C
A

C

Main Sub

成
果
を

出
し
続
け
る

秘
訣

B

7
Part

Special Feature / Beyond ON-OFF

余
暇
を
楽
し
む
た
め
に
必
要
な
の
が
、

ど
の
よ
う
に
余
暇
を
作
り
出
す
か
と
い
う
こ
と
。

チ
ー
ム
で
協
力
す
る
こ
と
で
、時
間
だ
け
で
は
な
く

精
神
的
な
ゆ
と
り
も
手
に
入
れ
る―

―

そ
ん
な
働
き
方
が
、今
注
目
さ
れ
て
い
る
。

仕
事
と
余
暇
が
相
乗
効
果
で
双
方
が
充
実
す
る

「
ワ
ー
ク・ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
」の
考
え
か
た
を
通
し
て
、

時
間
に
対
す
る
意
識
を
見
直
し
て
み
よ
う
。



に
な
る
の
で
す
。

　
チ
ー
ム
で
成
果
を
上
げ
る
際
に
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
の
が
「
時
間
へ
の
意
識
」
と
「
情
報

の
共
有
」
で
す
。
お
互
い
に
時
間
を
奪
い
あ

わ
な
い
よ
う
に
心
を
配
る
こ
と
、
ス
ピ
ー
デ

ィ
な
判
断
が
で
き
る
よ
う
情
報
の
共
有
を
細

か
く
行
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
で
は
、
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
あ
る
か
、
ご

紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

時
間
の
使
い
方
の

見
直
し
に

最
適「
朝
メ
ー
ル
」

　
弊
社
で
は
「
朝
メ
ー
ル
・
夜
メ
ー
ル
（
報
告

メ
ー
ル
）」と
い
う
手
法
を
使
っ
て
い
ま
す

（Chart 2

）。
毎
朝
、
各
自
が
そ
の
日
や
る

べ
き
仕
事
の
項
目
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
に

要
す
る
時
間
を
見
積
も
っ
て
書
き
、Ｅ
メ
ー

ル
で
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
全
員
に
送
る
よ
う
に

し
ま
す
。
こ
れ
が
「
朝
メ
ー
ル
」
で
す
。
朝

メ
ー
ル
を
送
り
あ
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

行
動
を
「
見
え
る
化
」
し
、
全
員
で
共
有
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
部
下

か
ら
朝
メ
ー
ル
が
送
ら
れ
て
き
た
ら
、
上
司

は
時
間
見
積
も
り
と
優
先
順
位
を
確
認
し
ま

す
。
時
間
見
積
も
り
を
見
れ
ば
、
部
下
が
業

務
の
内
容
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
か
ど
う

か
が
わ
か
り
ま
す
。

「
朝
メ
ー
ル
」
に
対
し
て
「
夜
メ
ー
ル
」
は
、

予
定
ど
お
り
に
仕
事
を
進
め
る
こ
と
が
で
き

た
か
ど
う
か
を
報
告
・
確
認
す
る
も
の
で
す
。

「
見
積
も
り
と
実
際
に
か
か
っ
た
時
間
と
の

差
異
」「
反
省
点
と
よ
か
っ
た
点
」そ
し
て「
翌

日
の
予
定
」
を
記
録
し
、
部
下
の
仕
事
の
癖

や
問
題
点
を
発
見
し
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い

ま
す
。

　
朝
メ
ー
ル
・
夜
メ
ー
ル
で
大
切
な
の
は
、

仕
事
の
内
容
と
所
要
時
間
を
常
に
セ
ッ
ト
で

考
え
る
癖
を
つ
け
る
こ
と
で
有
限
資
源
で
あ

る
時
間
を
有
効
活
用
す
る
こ
と
、
そ
し
て
チ

ー
ム
内
で
共
有
す
る
こ
と
で
、
仕
事
の
内
容

は
も
ち
ろ
ん
進
捗
状
況
や
優
先
順
位
も
共
有

で
き
る
こ
と
で
す
。
お
互
い
が
予
定
を
確
認

で
き
る
こ
と
で
助
け
合
う
タ
イ
ミ
ン
グ
も
早

く
な
る
で
し
ょ
う
。
苦
手
な
こ
と
を
補
い
合

え
る
関
係
性
が
築
け
た
チ
ー
ム
も
あ
り
ま
す
。

　
朝
メ
ー
ル
・
夜
メ
ー
ル
の
よ
う
に
、
お
お

が
か
り
な
仕
掛
け
が
な
く
と
も
、
毎
日
の
行

動
予
定
を
記
録
・
共
有
し
続
け
る
こ
と
で
多

く
の
発
見
が
得
ら
れ
、
仕
事
に
お
け
る
時
間

の
使
い
方
の
工
夫
が
進
む
ケ
ー
ス
も
あ
る
の

で
す
。

複
数（
マ
ル
チ
）担
当
制
で

時
間
的・精
神
的

ゆ
と
り
を

手
に
入
れ
る

　
ま
た
、
時
間
的
ゆ
と
り
だ
け
で
な
く
精
神

的
ゆ
と
り
も
チ
ー
ム
制
を
と
る
こ
と
で
手
に

入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

「
複
数
担
当
制
」
と
い
っ
て
、
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
１
社
を
２
人
で
担
当
す
る
な
ど
複
数
ス
タ

ッ
フ
で
対
応
す
る
よ
う
な
体
制
づ
く
り
が
考

え
ら
れ
ま
す
（
32
頁Chart 1

）。

　
一
見
、
１
人
の
担
当
エ
リ
ア
が
広
が
り
負

担
が
増
す
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
常
に
情
報
を
共
有
し
、
ど
ち

ら
も
同
じ
レ
ベ
ル
の
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に

準
備
し
て
お
く
こ
と
で
、「
こ
の
ク
ラ
イ
ア

ン
ト
に
は
自
分
し
か
い
な
い
か
ら
休
め
な

い
」
と
い
っ
た
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
か
ら
解
放
さ

れ
、
精
神
的
な
負
担
感
も
軽
減
し
ま
す
。
ま

た
、
お
互
い
に
刺
激
し
合
っ
て
成
長
す
る
た

め
、
１
人
で
担
当
し
て
い
た
時
に
比
べ
て
は

る
か
に
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
す
る
と
い
っ
た
メ
リ

ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。
結
果
と
し
て
、
一
人
一

担
当
制
よ
り
も
楽
に
広
い
エ
リ
ア
を
カ
バ
ー

で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

チ
ー
ム
力
向
上
で

ワ
ー
ク・ラ
イ
フ

「
シ
ナ
ジ
ー
」を

生
み
出
そ
う

　
日
本
社
会
は
今
後
、
少
子
化
に
よ
り
働
き

手
が
少
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。「
働
く
人

は
５
人
か
ら
３
人
に
な
っ
た
が
、
仕
事
の
量

は
変
わ
ら
な
い
か
増
え
て
い
る
」
と
い
っ
た

状
況
の
中
で
、
仕
事
へ
の
高
い
意
欲
を
維
持

し
な
が
ら
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

ま
す
。
さ
ら
に
は
高
齢
化
に
よ
っ
て
皆
さ
ん

が
介
護
を
担
う
―
―
す
な
わ
ち
時
間
的
な
制

約
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
仕
事
と
私
生
活
の

両
立
へ
の
必
要
性
が
よ
り
一
層
注
目
さ
れ
て

い
く
で
し
ょ
う
。

　
こ
う
し
た
事
態
に
直
面
す
る
前
か
ら
少
し

ず
つ
「
時
間
」
に
対
す
る
意
識
を
変
え
、
チ

ー
ム
で
仕
事
を
進
め
る
方
法
に
変
え
、
ラ
イ

フ
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
視

点
を
持
ち
、
ワ
ー
ク
で
も
成
果
を
上
げ
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

「
い
つ
か
ら
や
ろ
う
か
」
で
は
な
く
「
今
か

ら
や
ろ
う
」
と
い
う
覚
悟
で
取
り
組
ん
で
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
稿
を
ご
覧
に

な
っ
た
方
が
働
き
方
を
見
直
し
て
ワ
ー
ク（
仕

事
）
と
ラ
イ
フ
（
私
生
活
）
の
シ
ナ
ジ
ー
（
相

乗
効
果
）
を
生
み
出
す
こ
と
で
、
ご
自
身
の

組
織
だ
け
で
は
な
く
社
会
全
体
の
「
ロ
ー
ル

モ
デ
ル
」（
目
指
す
べ
き
人
物
）
に
な
っ
て

い
た
だ
き
、
個
人
の
多
様
性
を
活
か
し
企
業

力
に
変
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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To:

Subject:

Send

第3営業部ML

【本日の報告】WLB太郎_20120901

第3営業部各位

＜本日の報告＞予定通り終了したもの⇒＊

8：30-9:00 業務チェック、メール＊

9:00-10：00 部内会議＊

：

14:00-15:15 B社＠初台（定期フォロー訪問）＊

15:30-16:30 C社＠新宿（新規営業）w/課長＊

16:30-17:00 移動（新宿→オフィス）＊

17:00-18:00 D社向け提案資料作成→30分延長

18:00-18:30 メールチェック→30分延長

＜報告＞

B社への提案ですが、先方がとても喜んでくれました！

新プロジェクトいよいよ始動します。

C社の訪問時は課長の発言に先方が感激していまし

た。同行させて頂いてとても勉強になりました。1７時辺

りから集中力が途切れ、予定がずれ込みました。メン

ターになっている鈴木君からクライアントへの資料作

成方法の相談を受けました。プレゼン資料の作り方の

アドバイスを明日行います。

＜明日のタスク＞

１）アポイント2件

２）D社向け資料課長に確認→修正案作成

３）E社向け資料作成→仮完成

４）後輩の鈴木君指導

夜メール

To:

Subject:

Send

第3営業部ML

【本日の予定】WLB太郎_20120901

第3営業部各位

＜本日の予定＞

8：30-9:00 業務チェック、メール

9:00-10：00 部内会議

10:00-10:30 移動

10:30-11:30 A社＠渋谷（定期フォロー訪問）

11:30-12:15 移動（渋谷→初台）

12:15-13:00 昼食

13:00-13:20 D社向け資料下案作成

13:30-15:15 B社＠初台（定期フォロー訪問）

15:15-15:30 移動（初台→新宿）

15:30-16:30 C社＠新宿（新規営業）w/課長

16:30-17:00 移動（新宿→オフィス）

17:00-17:30 D社向け提案資料作成

17:30-18:00 メールチェック

＜本日の優先順位＞

１）B社への定期フォローは先方の部長へ提案プレゼ

ン。資料は既に準備し事前準備は万端ですが、緊張し

ます。気合入れて頑張ります！

２）D社向け資料は競合のM社とのコンペ資料です。

コンペは来週の木曜日ですが、課長から早めに資料を

確認したいと言われているので明日叩き台を提案して

ご意見を伺いたいと思います。

朝メール

朝メール・夜メールの活用例

優先順位が
上司の考えと違うということもしばしば。

事前に確認しておけば、
急な残業を減らすことができる

スケジュールを組んでみると
時間が足りないことが発覚。
移動時間や空き時間を
効果的に利用して

事前に準備をしておこう

見込み時間と
実際にかかった

時間の差を知ることで
正確な時間の感覚を
身に付けられる

業務と
かける時間は
セットで考える

スケジュールは
15分刻みで
考える

反省点だけでなく
良いことも報告しよう。
教えてくれた人への
フィードバックも大切！

部内でメーリングリストや
共通メールアドレスを持つと

情報共有に便利

Chart 2

「朝メール」でスケジュー
ルと優先度を上司に確認し
てから業務を始め、「夜メ
ール」で検証。



お
わ
り
に

「
本
暇
」的
時
間
を
生
き
る
た
め
に

　
本
特
集
「
余
暇
か
ら
本
暇
へ
」
の
各
記
事

を
通
観
す
る
な
か
で
、
我
々
は
全
体
に
共
通

す
る
ひ
と
つ
の
可
能
性
を
見
出
し
た
。
そ
れ

は
、
社
会
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
楽
し

み
を
得
る
、
あ
る
い
は
自
分
の
し
た
い
こ
と

を
し
な
が
ら
そ
の
楽
し
み
を
社
会
に
還
元
で

き
る
、
そ
の
よ
う
な
状
態
が
、
従
来
の
余
暇

（
＝
仕
事
以
外
の
余
っ
た
時
間
）
と
い
う
概

念
を
超
え
た
、「
本
暇
」
的
時
間
と
言
え
る

の
で
は
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え

る
な
ら
ば
、
本
暇
的
時
間
の
ひ
と
つ
の
あ
り

か
た
は
、
社
会
的
な
役
割
と
自
分
の
し
た

い
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
満
足
が
、
バ
ラ
ン

ス
よ
く
融
合
し
た
状
態
、
と
い
う
可
能
性
で

あ
る
。

　
そ
れ
は
、
公
と
私
の
シ相 
ナ乗 

ジ効 

ー果
が
得
ら
れ

た
状
態
と
も
言
え
る
が
、
各
記
事
を
も
と
に

さ
ら
に
詳
し
く
検
討
・
整
理
し
て
い
く
と
、

そ
の
シ
ナ
ジ
ー
に
は
、
大
き
く
分
け
て
次
の

４
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　
仕
事
（
＝
公
の
時
間
）
と
個
人
（
＝
私
の

時
間
）の
シ
ナ
ジ
ー
で
あ
る
。公
・
私
の
時
間
、

双
方
が
充
実
す
れ
ば
両
方
が
う
ま
く
回
る
よ

う
に
な
る
。
こ
の
実
現
の
た
め
に
は
、
一
種

の
「
チ
ー
ム
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
に
よ
る
働
き

か
た
が
有
効
と
思
わ
れ
る
。
小
室
淑
恵
氏
の

論
考
「
チ
ー
ム
力
で
時
間
を
生
み
出
そ
う
」

に
書
か
れ
て
い
る
、「
仕
事
の
時
間
＝
ワ
ー

ク
」
を
チ
ー
ム
で
シ
ェ
ア
す
る
こ
と
で
「
自

分
の
時
間
＝
ラ
イ
フ
」
を
創
り
だ
す
と
い
う

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
方
法
は
、

今
後
の
働
き
か
た
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な

指
針
で
あ
る
。

　
収
入
を
得
る
こ
と
（

≒

公
の
た
め
に
能
力

を
使
う
こ
と
）
と
、
生
き
が
い
（

≒

個
人
の

た
め
に
能
力
を
使
う
こ
と
）
の
シ
ナ
ジ
ー
で

あ
る
。
本
暇
的
時
間
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は

金
銭
を
超
え
た
相
互
扶
助
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
こ
と
は
、「
職

業
を
通
じ
て
培
っ
た
ス
キ
ル
や
知
識
」（『
プ

ロ
ボ
ノ
』嵯
峨
生
馬
著
、
勁
草
書
房
、
25
頁
）

を
社
会
に
還
元
し
て
い
く
「
プ
ロ
ボ
ノ
」
な

ど
の
例
に
見
ら
れ
る
。
金
銭
と
は
異
な
る
価

値
に
や
り
が
い
や
生
き
が
い
を
感
じ
る
生
き

か
た
が
、
す
で
に
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
始

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
手
の
た
め
に
な

る
こ
と
で
、
金
銭
に
還
元
で
き
な
い
「
幸

せ
」
を
得
る
人
が
増
え
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　
ア
サ
ダ
ワ
タ
ル
氏
の
実
践
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
自
分
の
居
場
所
を
確
保
し
つ
つ
そ
の

場
所
を
共
有
で
き
る
場
に
し
た
り
、「
第
三

の
場
所
」
を
作
っ
て
過
ご
し
た
り
と
い
う
シ

ナ
ジ
ー
も
あ
り
う
る
。
こ
こ
で
言
う
第
三
の

場
所
と
は
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
（
＝
第
一
の
場

所
）
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
（
＝
第
二
の
場
所
）
と

の
区
別
を
完
全
に
な
く
す
わ
け
で
は
な
く
、

ゆ
る
や
か
に
接
合
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

　
プ
ロ
ボ
ノ
活
動
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
る

プ
ロ
ブ
ロ
ガ
ー
の
イ
ケ
ダ
ハ
ヤ
ト
氏
は
、
著

書
『
年
収
１
５
０
万
円
で
僕
ら
は
自
由
に
生

き
て
い
く
』（
星
海
社
新
書
）
の
な
か
で
「
こ

れ
か
ら
は
そ
れ
ら
（
編
集
部
注
：
家
族
と
社

会
の
こ
と
）
に
加
え
て
第
三
、
第
四
、
第
五
の

居
場
所
と
し
て
、
自
由
度
高
く
関
わ
れ
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
も
所
属
し
て
い
く
よ
う
に
変

化
し
て
い
く
」（
61
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
第
三
の
場
所
の
特
徴
は
、
イ
ケ
ダ
氏
の
指

摘
の
通
り
、
会
社
や
家
族
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
は
異
な
り
、
自
由
度
が
高
い
こ
と
で

あ
る
。
現
在
の
多
く
の
会
社
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
、
他
の
人
が
会
社
に
残
っ
て
い
る
か
ら

残
業
す
る
、
皆
で
一
斉
に
働
く
と
い
う
よ
う

な
悪
し
き
集
団
主
義
と
は
違
う
と
い
う
と
こ

ろ
が
重
要
で
あ
る
。

　
第
三
の
場
所
を
自
分
な
り
に
探
し
て
み
る

と
い
う
試
み
も
重
要
で
あ
る
。「
池
袋
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
」
の
よ
う
な
カ
ル
チ

ャ
ー
・
セ
ン
タ
ー
も
、
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭

こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
余
暇
の
形
、時
間
の
活
用
法
を
見
て
き
た
。

余
暇
の
楽
し
み
か
た
か
ら
、時
間
と
場
所
を
人
と
シェア
す
る
活
動
、

自
分
の
た
め
の
自
由
に
な
る
時
間
の
作
り
か
た…

…

こ
う
し
た
事
例
と
知
見
を
、い
か
に
し
て
個
々
の
人
生
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
。

編
集
部
と
し
て
の
提
案
を
ま
と
め
た
。

余暇を
読むための
10 冊
その１

私たちは平準化された
時間秩序のなかに
身を置いていても、

ときどきその時間世界から
飛翔するのである。
――内山 節
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セネカ著　大西英文訳
『生の短さについて
他二篇』�1
岩波文庫、2010年

冒頭でいきなり「われわれが享ける生が短いの
ではなく、われわれ自身が生を短くする」と言
われると、実に耳が痛い。では、与えられた時
間を十分に生かすにはどうすればよいか。知ら
ず知らずに多くのことに忙殺され、時間を失っ
ている現代人必読の「気づき」の書。

ハンナ・アレント著
志水速雄訳
『人間の条件』�2
ちくま学芸文庫、1994年

「労働」「仕事」「活動」に分類できる人間の活動
的生活のうち、近代、生命を維持するためだけ
の「労働」が優位になり全体主義にもつながっ
たと論じた公共哲学の古典。ともすれば「労働」
第一になりがちな現代で必要とされる一冊と言
える。

國分功一郎著
『暇と退屈の倫理学』�3
朝日出版社、2011年

物質的には満たされたかに思える我々だが、本当
に豊かな生を生きているのだろうか？　余暇を過
ごしながら、倦怠と虚無にさいなまれてはいないだ
ろうか？　「暇」や「退屈」という日常的な概念を、
哲学的見地から徹底的に掘り下げ、ひいては「生
きる意味」の深淵にまで迫った、画期的余暇論。

内山節著
『時間についての十二章
――哲学における時間の
問題』�4
岩波人文書セレクション、2011年

山里や森から時間を見なおすと、効率や合理性
を重視する近代的時間観とは異なる「関係的時
間」が見えてくる。近代的時間観から解放され、
多様な時間のありかたを認識することで確立さ
れる人間の自由。本書では、そんな自由を生き
るさまざまな人に出会えるのも楽しい。

西村佳哲著
『自分の仕事をつくる』�5
ちくま文庫、2009年

「働き方研究家」が、モノづくり分野を中心に、
活躍中の人や職場を訪ねてインタビューする。
「いいモノを作っている人は、働き方からして
違う」という著者。自分の働きかた、ライフス
タイルを考え直したい人すべてにとって示唆に
富む一冊。

本
暇
的
時
間
を
支
え
る

４
つ
の
相
乗
効
果

　

  

シ
ナ
ジ
ー
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時
間
を

軸
に
し
た

シ
ナ
ジ
ー

一、

相
乗
効
果

能
力（
技
能
）を

軸
に
し
た

シ
ナ
ジ
ー

二
、

相
乗
効
果

空
間
を

軸
に
し
た

シ
ナ
ジ
ー

三
、

相
乗
効
果



余暇を
読むための
10 冊
その 2

山崎亮著
『コミュニティ
デザイン――人が
つながるしくみをつくる』�6
学芸出版社、2011年

阪神・淡路大震災を契機に、人と人とのつなが
り＝コミュニティに、現代社会が抱える諸問題
を解決する力を見出した著者が、これまでに関
わったさまざまな事例を紹介する。モノを作る
だけでは解決できないことがいかに多いかが明
らかにされる。

マーク・ボイル著
吉田奈緒子訳
『ぼくはお金を使わずに
生きることにした』�7
紀伊國屋書店、2011年

1年間お金を使わずに半自給自足の実験生活を
行った青年は、「フリーエコノミー」な生活に不
可欠なことは、サバイバルのための技術ではな
く、人生を信じ、人と人が自ら与え合うことで
生まれる有機的な循環であると語る。「お金かコ
ミュニティか」を問う一冊。

内田樹・岡田斗司夫著
『評価と贈与の経済学』�8
徳間ポケット、2013年

気鋭の思想家が抱腹絶倒の対談で導き出す、現
代の贈与論。そのキーワードは、「情けは人のた
めならず」。貨幣、情報、サービス、評価とい
う経済本義のあれこれを、“与える”という視点
で捉え直し、全く新しい「交易」と「共同体」
のありかたを浮かび上がらせた。

�9
中公新書、2011年

池内流「第三の場所」、居酒屋の愉しみを語り
尽くした小粋なエッセイ集。自分のなじみの店
を持つことは、人生を豊かにするためには欠か
せないことである。この本に出てくるような「お
なじみさん」になることにあこがれて、今日も
居酒屋を訪れる。

横尾忠則著
『隠居宣言』

池内紀著
『今夜もひとり居酒屋』

�1�0
平凡社新書、2008年

多忙を極めたグラフィックデザインの仕事に
70歳で区切りをつけ、「隠居」宣言をした著者。
世間の時間を無視して自分の時間を生きるなか
で得た体験をもとに、108の質問に答える形で
隠居生活の有様について説く。明日のことは考
えず、今日の風に乗るのが隠居流。

で
活
躍
す
る
「
こ
え
び
隊
」
の
よ
う
な
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
組
織
も
、
第
三
の
場
所
と
し
て
機

能
し
て
い
る
面
が
大
い
に
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
個
人
的
な
楽
し
み
を
社
会
的
な
役
割
と
し

い
て
も
ら
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
本
暇
的
時

間
の
あ
り
か
た
に
な
り
得
る
。
知
識
や
経
験

を
自
分
の
な
か
に
た
だ
貯
め
こ
ん
で
い
く
の

で
は
な
く
、
社
会
へ
還
元
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
つ
な
が
り
が
、
ひ
い
て
は

自
ら
の
資
本
に
も
な
っ
て
い
く
。
今
回
の
事

例
で
は
、「
農
民
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
」
が
、
ま

さ
に
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

「
自
分
の

し
た
い
こ
と
」
を

ど
う
見
つ
け
る
か

　
こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
、
本
暇
的
時
間

を
何
パ
タ
ー
ン
か
の
「
公
と
私
の
シ
ナ
ジ

ー
」
が
得
ら
れ
た
状
態
と
し
て
捉
え
る
可
能

性
を
見
出
し
て
き
た
。
で
は
、
そ
れ
ら
の
実

現
の
た
め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
。

　
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、「
自
分
の
し
た
い

こ
と
を
見
極
め
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
若
い
頃
か
ら
自
分
の
し
た
い
こ

と
を
作
る
必
要
性
は
、
本
特
集
で
も
鼎
談

「
日
本
人
は
上
手
に
ヒ
マ
を
作
れ
る
か
？
」

に
て
各
参
加
者
が
語
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、

加
藤
秀
俊
氏
の
「
隠
居
の
つ
と
め
」
で
描
か

れ
た
大
名
た
ち
も
、
若
い
頃
か
ら
の
素
養
を

隠
居
後
の
人
生
に
活
か
し
、
ひ
い
て
は
社
会

の
た
め
に
貢
献
す
る
「
つ
と
め
」
を
果
た
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

て
還
元
し
て
い
く
と
い
う
シ
ナ
ジ
ー
の
方
向

性
も
あ
り
う
る
。
仕
事
と
余
暇
の
融
合
と
口

で
言
う
の
は
簡
単
だ
が
、
自
分
の
時
間
の
作

り
や
す
さ
は
、
職
業
に
よ
っ
て
も
、
年
齢
に

よ
っ
て
も
異
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
応

じ
た
本
暇
的
時
間
の
確
立
法
を
探
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

　
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
暇
的
な
時
間

を
「
個
か
ら
シ
ェ
ア
（
還
元
）
へ
」
と
い
う

ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
捉
え
る
と
、
仕
事

の
時
間
を
シ
ナ
ジ
ー
化
す
る
こ
と
が
難
し
い

人
に
は
、「
楽
し
む
こ
と
」
を
軸
と
し
て
、

個
人
の
た
め
の
時
間
を
誰
か
と
シ
ェ
ア
す
る

こ
と
で
、
本
暇
的
時
間
に
変
え
て
い
く
と
い

う
方
向
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

楽
器
ひ
と
つ
を
例
に
と
っ
て
も
、
ひ
と
り
で

楽
器
を
弾
い
て
い
て
も
充
分
自
分
の
楽
し
み

に
は
な
る
が
、
他
者
に
教
え
た
り
他
人
に
聴

　
以
下
、
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
見
極
め
、

本
暇
的
時
間
を
得
る
た
め
の
具
体
的
な
取
り

組
み
と
し
て
、
編
集
部
か
ら
３
つ
の
提
案
を

し
た
い
。

　
例
え
ば
、
鼎
談
で
重
要
性
が
見
え
て
き
た

「
歩
く
」
こ
と
、
そ
し
て
読
書
を
、
編
集
部

と
し
て
は
勧
め
た
い
。
歩
く
こ
と
は
、
自
ら

の
感
性
を
研
ぎ
澄
ま
せ
、
本
当
に
必
要
な
情

報
を
能
動
的
に
抽
出
で
き
る
状
態
を
つ
く
り

出
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
る
発
見
は
非
常
に
多

く
、
い
つ
も
と
は
違
う
駅
で
降
り
て
歩
く
だ

け
で
も
、
思
わ
ぬ
気
づ
き
が
あ
る
は
ず
だ
。

読
書
も
、
無
制
限
に
流
れ
込
む
情
報
を
受
け

身
で
取
り
込
む
の
で
は
な
く
、
自
分
の
し
た

い
こ
と
を
発
見
す
る
た
め
の
能
動
的
な
イ
ン

プ
ッ
ト
に
は
有
益
な
方
法
と
言
え
る
。

　
こ
れ
も
鼎
談
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
が
、
集
団
に
依
存
せ
ず「
個
」を
確
立
し
、

そ
れ
を
大
切
に
し
て
過
ご
さ
な
け
れ
ば
、
自

分
の
し
た
い
こ
と
も
見
つ
か
ら
ず
、
本
暇
的

時
間
を
得
る
こ
と
も
困
難
か
も
し
れ
な
い
。

義
務
的
な
仕
事
や
受
け
身
で
得
た
情
報
に
動

か
さ
れ
て
い
る
状
態
で
は
、
と
て
も
自
分
の

た
め
に
よ
い
時
間
の
使
い
か
た
が
で
き
て
い

る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
場
合
に
よ
っ
て
は
、
自
分
の
評
価
軸
を
見

直
し
て
み
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。
社
会
的

な
地
位
や
金
銭
と
い
う
公
的
な
基
準
だ
け
で

は
な
く
、
自
分
だ
け
の
大
切
な
も
の
を
見
つ

け
た
り
、
生
き
が
い
を
見
出
し
た
り
と
い
っ

た
視
点
の
転
換
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

の
評
価
軸
（
＝
無
意
識
に
囚
わ
れ
て
い
た
枠

組
み
）か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
で
、
自
ら「
公

と
私
の
シ
ナ
ジ
ー
」
に
あ
て
は
ま
る
状
態
を

認
識
で
き
る
例
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
う
し
て
本
特
集
を
通
し
て
、
余
暇
を
超

え
た「
本
暇
」的
時
間
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、

そ
の
あ
り
よ
う
を
探
り
、
確
立
す
る
た
め
の

道
筋
を
も
考
察
し
て
み
た
。
仕
事
＋
休
暇
、

公
＋
私
、
社
会
的
義
務
＋
個
人
的
楽
し
み
、

と
い
っ
た
各
要
因
が
も
た
ら
す
シ
ナ
ジ
ー
と

し
て
の
本
暇
的
時
間
が
拡
大
し
た
社
会
は
、

個
人
の
幸
せ
と
社
会
の
安
定
が
両
立
し
た
、

お
そ
ら
く
、
今
よ
り
も
い
っ
そ
う
人
び
と
の

満
足
度
の
高
い
世
界
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

「
公
と
私
の
シ
ナ
ジ
ー
」を
得
る
こ
と
が
、

余
暇
を
本
暇
的
時
間
に
転
換
し
て
い
く
た
め
の

手
掛
か
り
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

�S�p�e�c�i�a�l�	�F�e�a�t�u�r�e�	�/�	
�B�e�y�o�n�d�	
�O�N�-�O�F�F

「良きパッサーたれ」というのが
社会人の重要な条件だとぼくは

思うんです。
とにかくパスを受けたら、
ワンタッチで次へ回す。

――内田 樹
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楽
し
む
こ
と
を

軸
に
し
た

シ
ナ
ジ
ー
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感
性
を
研
ぎ

澄
ま
せ
る

こ
と

一、

取
り
組
み

評
価
軸
の

転
換

三
、

取
り
組
み

「
個
」の
確
立

二
、

取
り
組
み
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大阪ガスビル

　
街
に
た
く
さ
ん
あ
る
建
築
物
は
、
実
は
ア
ー
ト
な
の
で
す
。
し

か
も
、
外
観
だ
け
な
ら
タ
ダ
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
作
か

ら
小
品
ま
で
サ
イ
ズ
も
い
ろ
い
ろ
。
抽
象
画
の
よ
う
に
ク
ー
ル
な

も
の
も
、
味
わ
い
の
あ
る
素
材
や
形
で
具
体
的
に
迫
っ
て
く
る
も

の
も
あ
り
ま
す
。
時
代
の
流
行
も
あ
る
の
で
、
い
く
つ
か
眺
め
て

い
る
う
ち
に
、
ど
れ
が
古
そ
う
で
新
し
そ
う
か
も
、
何
と
な
く
掴

め
て
く
る
は
ず
。
建
築
物
を
使
う
も
の
で
は
な
く
、
見
る
対
象
だ

と
頭
を
切
り
換
え
る
だ
け
で
、
街
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
「
ア
ー
ト
」

が
出
現
し
ま
す
。

　
し
か
も
、
こ
れ
ら
は
個
々
バ
ラ
バ
ラ

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
歩
き
回
っ
て
い
る

う
ち
に
、
何
か
古
そ
う
な
建
物
が
こ
の

界
隈
に
多
い
と
か
、
高
い
建
物
で
頭
が

揃
っ
て
い
る
な
ど
、
多
く
の
こ
と
に
気

づ
く
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
先
ほ
ど
「
使
う
も
の
で
は
な
く
、
見

る
対
象
だ
と
頭
を
切
り
換
え
る
」
と
書

き
ま
し
た
が
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
建

築
物
は
使
う
必
要
か
ら
生
ま
れ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
本
社
を
構
え
る
べ
き
市
街
に
は
重
厚
な
建
物
が

あ
り
、
消
費
の
場
所
で
は
店
舗
が
デ
ザ
イ
ン
を
競
い
、
そ
れ
は
川

や
堀
が
通
っ
た
り
、
駅
の
近
く
だ
っ
た
り
と
い
っ
た
地
理
と
関
係

し
ま
す
。
個
々
バ
ラ
バ
ラ
で
は
な
く
、
場
所
ご
と
に
建
物
の
傾
向

が
あ
っ
て
、
エ
リ
ア
の
歴
史
が
読
み
取
れ
ま
す
。
建
築
物
と
い
う

ア
ー
ト
は
集
ま
っ
て
、
エ
リ
ア
と
い
う
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
な
し
て

い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
集
ま
っ
て
、
街
と
い
う
大
き
な
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
が
で
き
て
い
ま
す
。

　
ア
ー
ト
の
鑑
賞
が
画
家
の
名
前
の
お
勉
強
で
は
な
い
よ
う
に
、

建
築
物
の
鑑
賞
も
設
計
者
の
名
称
や
建
て
ら
れ
た
年
代
を
確
認
す

る
こ
と
と
は
違
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
知
っ
て
い
る
ほ
う
が
発
見
が

多
い
の
は
確
か
で
す
が
、
一
番
大
事
な
の
は
、
自
由
に
楽
し
ん

で
、
自
分
な
り
の
名
品
を
決
め
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
言
葉
を
交
わ

す
こ
と
だ
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

　
大
阪
は
、
東
京
以
上
の
「
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
で
す
。
試
し

に
江
戸
時
代
か
ら
城
下
町
と
し
て
栄
え
、
多
く
の
商
人
が
行
き
交
っ

た
せ
ん船 

ば場
を
歩
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
折
り

目
正
し
い
外
観
だ
け
で
も
最
高
級
の

仕
立
て
が
明
ら
か
な
「
綿
業
会
館
」、

ま
る
で
中
南
米
産
の
コ
ー
ヒ
ー
の
よ
う

に
濃
厚
で
癖
に
な
る
味
わ
い
の
「
芝
川

ビ
ル
」、
精
巧
な
装
飾
と
ポ
ッ
プ
な
時

計
塔
が
街
に
変
わ
ら
な
い
安
心
感
を

与
え
る
「
い生 

こ
ま駒
ビ
ル
ヂ
ン
グ
」
…
…
重

厚
で
個
性
的
な
建
築
物
が
、
現
在
も

そ
こ
か
し
こ
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
み御

 

ど
う堂 

す
じ筋
に
出
れ
ば
、
消
費
大
国
ア
メ
リ
カ

の
豪
華
さ
を
持
ち
込
ん
だ
よ
う
な
「
大
丸
心
斎
橋
店
本
館
」
や
、
当

時
最
先
端
の
デ
ザ
イ
ン
が
今
も
新
鮮
な
「
大
阪
ガ
ス
ビ
ル
」
が
目
に

飛
び
込
ん
で
き
て
、
戦
前
に
道
路
を
幅
44
ｍ
に
ま
で
拡
げ
、
地
下
鉄

を
開
通
さ
せ
た
大
阪
の
進
取
性
は
一
目
瞭
然
で
す
。

　
今
度
の
休
日
に
は
、
街
中
に
出
か
け
て
み
ま
せ
ん
か
？
　
街
は

建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
そ
う
考
え
れ
ば
、
平
日
と
は
別
の
大
阪
が

見
え
て
く
る
は
ず
。
い
つ
か
一
緒
に
歩
い
て
、
語
り
合
え
る
日
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

く
ら
か
た・し
ゅ
ん
す
け

／
大
阪
市
立
大
学
大
学

院
工
学
研
究
科
准
教
授
。

建
築
史
家
。

１
９
７
１
年
東
京
都
生

ま
れ
。早
稲
田
大
学
理

工
学
部
建
築
学
科
卒
業
、

同
大
学
院
理
工
学
研
究

科
博
士
課
程
満
期
退
学
。

伊
東
忠
太
の
研
究
で
博

士
号
取
得
。『
東
京
建
築 

み
る・あ
る
く・か
た
る
』

（
甲
斐
み
の
り
と
共
著
）、

『
ド
コ
ノ
モ
ン
』、『
吉
阪

隆
正
と
ル・コ
ル
ビュ
ジ
エ
』

な
ど
著
書
多
数
。中
之

島
デ
ザ
イ
ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム「de sign de >

（
デ

ザ
イ
ン
で
）」で
月
１
回

「
倉
方
塾
」を
主
宰
。

�K�u�r�a�k�a�t�a�	�S�h�u�n�s�u�k�e

大
阪
は
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

衣
食
住
遊

第
一
回

文 

倉
方 

俊
輔

�1�9�3�3
�O�s�a�k�a
�G�a�s

�B�u�i�l�d�i�n�g

�1�9�2�2
�D�a�i�m�a�r�u
�O�s�a�k�a

�S�h�i�n�s�a�i�b�a�s�h�i

建築物は、実は
アートなのです。しかも、
外観だけならタダで
見ることができます。
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＊
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

文
化
研
究
所
が
毎
年
行
っ
て
い

る
ネ
ッ
ト
調
査
「
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
２

０
１
３
」。
対
象
は
全
国
の
20

歳
以
上
の
男
女
、
調
査
人
数
は

５
０
０
０
人
。
性
別
、
年
齢
、

地
域
で
国
勢
調
査
に
近
い
構
成

に
な
る
よ
う
人
数
を
割
り
当
て

て
い
る
。
実
調
査
は
㈱
マ
ク
ロ

ミ
ル
。
本
デ
ー
タ
の
調
査
期
間

は
２
０
１
３
年
３
月
８
〜
14
日
。

個
の
厚
生
水
準
を
示
す

指
標
と
し
て
重
視
さ
れ
る
「
幸
福
感
」。

あ
く
ま
で
主
観
的
な
尺
度
と
さ
れ
る
幸
福
感
だ
が
、

そ
の
成
立
に
は
何
ら
か
の
普
遍
的
要
因
が
あ
る
の
で
は
―
―
。

５
０
０
０
人
を
対
象
と
し
た
ネ
ッ
ト
調
査
結
果
か
ら
探
る
。

幸福度

分
析
に
あ
た
って

　
本
誌
１
０
１
号
で
は
主
観
的
幸
福
感
（
以

下
、
幸
福
感
）
を
表
す
デ
ー
タ
に
意
味
が
あ

る
と
い
う
前
提
の
も
と
、
そ
の
影
響
要
因
に

関
し
て
考
察
を
行
っ
た
。
そ
れ
も
含
め
、
今

ま
で
、
幸
福
感
に
影
響
を
与
え
る
要
因
と
し

て
、
健
康
、
お
金
、
家
族
・
人
間
関
係
な
ど

が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

そ
の
背
景
に
は
幸
福
感
を
左
右
す
る
何
ら
か

の
普
遍
的
な
要
因
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
の
問
題
意
識
が
あ
る
。

　
従
来
は
便
宜
上
、
５
段
階
尺
度
な
ど
で
表

さ
れ
る
、
定
型
化
さ
れ
た
理
由
（
例
え
ば
健

康
状
態
）
と
幸
福
度
と
の
関
係
を
見
て
き
た

が
、
生
の
声
を
生
か
せ
て
い
な
い
と
い
う
問

題
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
拙
稿
で
は
テ
キ
ス
ト

（
文
章
）
を
用
い
て
幸
福
感
の
分
析
に
取
り

組
む
。
利
用
す
る
の
は
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
文
化
研
究
所
が
行
っ
て
い
る
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
（
＊
）
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
〝
幸

福
度
（
11
段
階
）
評
価
〞
お
よ
び
〝
幸
福
度
の

評
価
理
由
〞
と
い
う
デ
ー
タ
を
用
い
る
。
後
者

は
数
値
で
は
な
く
テ
キ
ス
ト
（
文
章
）
で
記

入
さ
れ
て
お
り
、
数
値
デ
ー
タ
以
上
に
豊
か

な
情
報
量
を
持
っ
て
い
る
。
一
方
で
そ
れ
ら

は
回
帰
分
析
な
ど
に
直
接
使
う
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
っ
た
問
題
も
あ
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
得
ら
れ
た
５
０
０
０
人
分

の
回
答
を
す
べ
て
読
み
込
む
と
い
う
作
業
を

行
っ
た
。
幸
福
度
別
（
０
〜
10
）
に
ひ
と
つ

ひ
と
つ
の
理
由
（
文
章
）
を
読
み
、
何
ら
か

の
特
徴
が
あ
る
か
を
確
認
し
た
。
そ
れ
と
並

行
し
て
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
と
い
う
手
法

を
用
い
て
回
答
か
ら
キ
ー
ワ
ー
ド
を
抽
出
し
、

そ
れ
ら
が
幸
福
度
と
意
味
の
あ
る
関
係
を
持

っ
て
い
る
か
を
、
幸
福
度
別
の
キ
ー
ワ
ー
ド

出
現
頻
度
を
調
べ
る
こ
と
で
検
証
し
た
。

幸
福
度
別
理
由
の

傾
向
ま
と
め

　
ま
ず
、「（
あ
な
た
の
）
現
在
の
幸
福
度
を

０
（
全
く
幸
福
で
は
な
い
）
〜
10（
非
常
に
幸

福
で
あ
る
）の
数
字
で
表
す
と
ど
の
く
ら
い

で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
質
問
を
行
っ
た
結
果

がChart 1

で
あ
る
。
こ
の
主
観
的
に
評
価

さ
れ
た
幸
福
度
別
に
、「
そ
の
理
由
」
を
読

み
込
ん
だ
と
き
の
特
徴
を
図
の
左
右
に
示
し

テ
キ
ス
ト
分
析
で
探
る

幸
福
感
の

実
現
要
因

幸
福
の
理
由
と
は
？
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幸福度とその理由は人それぞれ Char t 1

幸福度9／代表的な表現
は「家族が元気で仲がよい
から」。プラス要因は3大
要因、自由、仕事というも
のであるが、金銭について
は、「お金はないけれど
～」という表現も多い。

幸福度7／不満が少ない
から、という表現が多くな
る。実感というよりは、幸
福だと思う“べき”という、
自分を納得させるような言
葉が目につく。金銭的には
余裕はないが、家族が仲良
くしているという記述が多
くなってくる。

幸福度5／｢不満はあるけ
れど何とかなっている｣「プ
ラス・マイナス両方ある」
が代表的な表現。あるいは、
幸福の基準がわからない、
幸福の定義は？といった、
評価をすること自体に疑問
を持つ層が多いのもこのク
ラスの特徴である。

幸福度3／細かい理由で
文章が構成されることが増
える。また「なんとなく」
を典型例に、お金や仕事が
ない不安、忙しくてゆとり
がないというように、文章
にあいまい性や将来への不
安が強調されることが多く
なってくる。

幸福度1／基本的な頻出
語は3大要因関連で幸福度
0と共通するが、生きてい
く意味が見えない、理想と
違う、希望がない、世の中
や社会が～というように、
マイナス理由がやや抽象的
あるいは心理的要因が強調
される傾向が見られた。

右頁文中にある「ライフスタ
イルに関するアンケート
2013」から作成。5000人の回
答者がそれぞれ自分の「幸
福度」が0～ 10までのいず
れに相当するかを選択・回
答した結果（分布）をハート
の大きさで表している（数値
は全体を100％としたときの
シェア）。また、回答者がそ
れぞれの幸福度を選んだ理
由（文章）を著者が読み込み、
その特徴もまとめた。

幸福度10／家族が健康、
よい関係という表現は幸福
度9と同様であるが、自由と
いう言葉や、毎日が楽しい、
充実しているという表現が
増えている印象を持った。

幸福度8／ 3大要因に関
する言葉がプラス材料とし
て頻出するようになる。不
満がないという言い方が増
え、足るを知る、よいほう
に考える、不満はあっても
それを意図して小さく評価
するといった、自分の心の
構えについての記述が多い。

幸福度4／このクラスでは
マイナス要因（3大要因は
常に主役）が主である一方、
プラス要因が混在し、迷い
が感じられる文章が増える。
生活のベースは確保されて
いるものの、悩みはあると
いうような表現が目立つ。

幸福度6／「Aであるもの
の、Bだから」（Bがプラス
要因）という記述が多くな
る。大きな心配要素がない、
普通の暮らしができている、
欲を言えばきりがないとい
うのが代表的な表現。

幸福度2／幸福度0、1は
あれもこれもだめという全
否定が多かったが、この段
階になると、3大要因を中
心に、そのうちのひとつの
みが幸福でない理由として
強調されることが多い。

幸福度0／ほとんどの回
答に具体的で深刻な理由が
記されている。3大要因を
中心に、居場所がない、仕
事がないといった内容で構
成されている回答が多い。

3.1%

2.4% 1

3.7%
2

5.8% 3

5.9%

4

16.7% 5

16.0%
6

19.8%

7

16.9%

8

6.7% 9

2.9%
10

0
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頻出する“3大要因”は
「健康（病気・けが）」

「家族（友人・人間関係）」
「お金」である。



た
（
分
析
者
＝
筆
者
の
印
象
や 

し恣  

い意
性
が
入

り
込
ん
で
い
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
）。

　
幸
福
度
０
か
ら
順
に
読
む
と
、
そ
の
変
化

が
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
。

幸
福
度×
キ
ー
ワ
ー
ド
分
析

　
前
節
の
評
価
は
あ
く
ま
で
筆
者
の
主
観
に

基
づ
く
も
の
で
客
観
性
に
欠
け
て
い
る
。
そ

こ
で
回
答
デ
ー
タ
か
ら
キ
ー
ワ
ー
ド
を
抽
出

し
た
。「
〝
お
金
〞
が
な
い
」
と
「
〝
金
銭
的
〞

に
苦
し
い
」
は
ほ
ぼ
同
じ
意
味
と
考
え
ら
れ

る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
語
は
ま
と
め
る
と
い

っ
た
作
業
が
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
に
は
不

可
欠
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
も
恣

意
性
が
入
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
注
意
）。

　
抽
出
し
た
キ
ー
ワ
ー
ド
の
出
現
頻
度
（
出

現
回
数
）
を
見
る
と
、「
家
族
」
の
１
２
３

１
回
（
こ
の
中
に
は
子
ど
も
、
配
偶
者
な
ど

の
類
似
語
も
含
め
て
い
る
。
以
下
同
様
）
を

は
じ
め
、「
普
通
（
の
暮
ら
し
が
で
き
て
い

る
）」
９
１
５
回
、「
健
康
」
７
８
１
回
、「
お

金
」
７
４
０
回
と
い
っ
た
言
葉
が
多
用
さ
れ

て
い
た
。

　
そ
の
中
か
ら
出
現
頻
度
の
高
い
27
の
キ
ー

ワ
ー
ド
と
幸
福
度
と
の
関
係
を
見
る
こ
と
で
、

前
節
の
傾
向
ま
と
め
が
ど
の
程
度
妥
当
性
を

持
つ
の
か
を
検
証
し
た
。
幸
福
度
の
違
い
に

よ
っ
て
各
キ
ー
ワ
ー
ド
の
出
現
頻
度
に
差
が

あ
る
か
ど
う
か
の
検
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

27
語
中
22
語
で
有
意
な
（
統
計
的
に
意
味
の

あ
る
）
差
が
確
認
さ
れ
た
。

　
そ
の
様
子
を
視
覚
的
に
表
し
た
の
が

Chart 2

で
あ
る
。

　
こ
れ
を
見
る
と
、Chart 1

の
ま
と
め
が

一
定
の
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
同
じ
デ
ー
タ
を
違
う
形
で
表
し
た
だ
け

な
の
で
当
然
と
も
言
え
る
が
、
二
重
に
確
認

を
す
る
こ
と
で
結
果
の
信
頼
性
を
高
め
て
い

る
。最

後
に

　
以
上
、
主
観
的
な
幸
福
度
の
背
景
に
は
何

か
共
通
の
理
由
が
あ
る
と
の
問
題
意
識
（
仮

説
）
を
も
と
に
分
析
を
行
っ
た
結
果
、
以
下

の
よ
う
な
発
見
と
示
唆
が
得
ら
れ
た
。

　
第
一
に
、
幸
福
度
は
主
観
的
評
価
に
も
か

か
わ
ら
ず
一
定
の
普
遍
性
・
合
理
性
を
持
ち
、

分
析
に
値
す
る
。
第
二
に
、
家
族
（
友
人
・

人
間
関
係
）、
健
康
、
お
金
は
頑
健
な
３
大

幸
福
要
因
で
あ
る
。
同
時
に
高
い
水
準
の
幸

福
度
に
お
い
て
は
お
金
の
プ
ラ
ス
影
響
力
は

薄
れ
る
。
つ
ま
り
、
金
銭
的
な
要
因
は
不
足

に
よ
り
幸
福
度
に
重
要
な
障
害
を
与
え
る

〝
衛
生
要
因
〞
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
に
、
幸
福
感
の
実
現
に
は
客
観
的
な
事

実
要
件
と
、
主
観
的
な
「
心
の
構
え
」
が
相

補
的
に
影
響
し
あ
っ
て
達
成
さ
れ
て
い
る
。

　
特
に
、
最
後
の
論
点
は
重
要
で
あ
り
、
生

活
者
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
（
よ
い
生
き

方
）
を
実
現
す
る
た
め
に
は
客
観
的
な
生
活

環
境
の
改
善
と
と
も
に
、
そ
れ
を
解
釈
す
る

力
の
開
発
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
そ
れ
は
「
幸
せ
だ
と
思
え
ば
幸
せ

に
な
る
」
と
い
っ
た
、
安
易
な
自
己
啓
発
的

ト
ー
ト
ロ
ジ
ー（
同
語
反
復
）な
ど
で
は
な
い
。

自
ら
の
価
値
観
を
ち
よ
う鳥 

か
ん瞰 

し視
す
る
自
己
の
メ

タ
認
知
能
力
な
ど
、
合
理
的
な
生
活
リ
テ
ラ

シ
ー
を
獲
得
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

前出アンケートの回答者が
幸福度を選んだ理由（文章）
から、出現頻度の高い27語
を抽出し、その語の出現率
が幸福度によって異なるか
どうかを視覚化したもの。
各キーワードの幸福度別出
現率を合計し、その値を

100％に換算したうえで、各
幸福度のシェアを％で表示
している。たとえばキーワ
ード「家族」は、幸福度の
高い回答者が「相対的」に
多く用いていることがわか
る。
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幸福感を左右するキーワードと幸福度の関係 Char t 2
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13.6%

11.9%

9.1%

5.1%

5.8%

4.9%

4.2%

6.8%

5.1%

17.6%

16.0%

お金

13.1%

15.1%

14.7%

10.7%

10.2%

6.3%

6.0%

6.5%

7.0%

4.9%

5.6%

1,231回915回727回390回335回325回320回240回236回208回193回186回185回173回159回153回150回149回 162回

健康

12.4%

11.1%

9.3%

5.7%

5.9%

4.8%

5.8%

7.5%

6.6%

781回

16.2%

14.8%

生活

12.5%

11.0%

10.5%

6.6%

7.5%

8.5%

7.2%

8.3%

5.6%

11.1%

11.2%

幸福

9.8%

9.6%

8.0%

12.5%

12.4%

10.0%

5.4%

4.2%

1.6%

14.8%

11.7%

不安

3.4%

6.7%

7.1%

7.9%

12.3%

14.5%

17.6%

13.2%

10.3%

1.6%

5.5%

仕事

5.9%

6.8%

6.5%

4.1%

6.4%

10.3%

8.9%

17.4%

14.3%

9.2%

10.3%

個人

12.6%

9.1%

6.9%

6.2%

6.7%

7.3%

6.0%

12.8%

6.3%

9.7%

16.4%

自由

17.4%

16.4%

8.9%

6.0%

1.6%

5.5%

4.9%

1.9%

4.4%

15.8%

17.2%

衣食住

12.7%

12.4%

12.6%

6.7%

5.3%

3.9%

3.6%

7.4%

10.8%

24.8%

希望

3.9%

3.6%

4.9%

5.8%

13.8%

13.0%

18.4%

16.8%

11.1%

5.4%

3.3%

不満

2.9%

17.0%

14.8%

11.5%

6.9%

6.0%

9.2%

7.1%

9.9%

14.6%

愛

20.2%

16.2%

12.3%

9.6%

4.5%

4.9%

6.1%

3.1%

3.6%

9.3%

10.2%

118回

満足

17.8%

13.2%

10.4%

8.6%

8.7%

7.3%

4.4%

2.3%

2.8%

24.5%

人間関係

12.4%

13.5%

10.7%

8.4%

7.3%

3.8%

8.4%

7.8%

7.2%

7.4%

13.1%

不幸

5.7%

9.0%

7.1%

9.7%

11.0%

11.1%

13.0%

7.6%

7.3%

11.3%

7.1%

安定

17.5%

15.2%

16.8%

17.9%

14.5%

4.3%

7.4%

6.3%

幸運

20.2%

23.0%

21.2%

15.1%

12.4%

4.4%

3.7%

余暇

17.7%

13.5%

14.5%

14.3%

8.0%

4.6%

5.4%

3.3%

8.6%

8.0%

2.1%

心

6.8%

10.8%

13.6%

10.2%

12.7%

5.5%

4.4%

9.0%

8.8%

5.4%

12.7%

楽しい・充実

18.2%

22.4%

14.0%

7.6%

3.0%

2.4%

1.2%

1.9%

4.6%

24.6%

普通

12.7%

12.5%

12.4%

11.2%

7.4%

7.2%

3.5%

3.4%

3.8%

14.3%

11.5%

740回116回86回79回73回16回

高齢

4.7%

6.1%

5.6%

7.9%

7.3%

6.9%

13.9%

7.1%

18.2%

11.3%

11.0 %

友人

22.9%

19.9%

17.3%

17.4%

5.0%

5.6%

2.3%

5.5%

4.3%

社会

6.9%

12.0%

8.3%

4.5%

8.1%

3.6%

8.5%

6.9%

5.3%

16.5%

19.4%

孤独

8.2%

4.7%

5.8%

5.5%

15.7%

8.0%

37.2%

14.9%

比較

9.3%

9.6%

14.4%

16.4%

7.4%

6.3%

8.6%

6.7%

5.1%

16.1%
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↑自宅応接室での谷崎潤一郎↑「谷崎潤一郎――愛と創作のジャンクション」なにわの語りべ公演風景

「
な
に
わ
の

語
り
べ
公
演
」

活
動
の
展
開

　
関
西
に
は
豊
穣
な
歴
史
や
文
化
が
あ
る
。

ま
ち
の
歩
み
や
物
語
を
発
掘
し
、
伝
え
、
活

用
す
る
こ
と
で
、
住
民
の
地
域
へ
の
愛
着
も

高
ま
り
、
来
街
者
も
増
え
、
賑
わ
い
づ
く
り

や
都
市
ブ
ラ
ン
ド
の
構
築
、
都
市
格
の
向
上

に
も
つ
な
が
る
。

　
そ
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し

て
、
大
阪
を
中
心
に
「
な
に
わ
の
語
り
べ
公

演
」
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
ち
の
歩
み

せ
て
こ
そ
、
醍
醐
味
が
よ
り
楽
し
め
る
。
資

料
や
文
献
に
導
か
れ
、
関
西
で
の
足
跡
を
ざ

っ
と
追
っ
て
み
る
と
、
作
品
と
実
生
活
が
表

裏
一
体
と
な
り
絡
み
合
っ
て
い
る
。
が
、
私

小
説
と
は
異
な
る
。
そ
の
相
関
性
こ
そ
が
、

数
多
く
の
谷
崎
研
究
家
を
生
ん
で
い
る
理
由

で
は
な
か
ろ
う
か
。
関
西
の
、
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
あ
の
ま
ち
や
こ
の
場
所
に
谷
崎
が
住

ま
い
、
有
名
作
品
の
数
々
を
生
み
出
し
て
い

た
の
だ
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
経
緯
を
詳
し
く

知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。

生
い
立
ち
と
デ
ビ
ュ
ー

　
谷
崎
潤
一
郎
は
、
明
治
19（
１
８
８
６
）年
、

東
京
の
下
町
、
日
本
橋
区
か
き蠣 

が
ら殻
町
、
現
在
の

人
形
町
の
あ
た
り
に
生
ま
れ
る
。
22
歳
で
東

京
帝
国
大
学
文
学
部
に
入
学
、
明
治
43
（
１

９
１
０
）
年
、
24
歳
の
時
、『
し刺 

せ
い青
』
を
発
表
。

初
期
の
谷
崎
は
、
耽
美
主
義
と
呼
ば
れ
る
ほ

ど
、
美
と
女
性
へ
の
偏
愛
、
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
と

い
っ
た
捉
え
方
を
さ
れ
て
い
る
。
大
正
12（
１

９
２
３
）
年
、
関
東
大
震
災
に
あ
っ
た
谷
崎

は
、
関
西
へ
逃
げ
延
び
る
。
真
冬
の
京
都
の

底
冷
え
に
耐
え
ら
れ
ず
、
阪
神
間
の
芦
屋
あ

た
り
は
気
候
が
温
暖
で
あ
ろ
う
と
引
っ
越
し

た
く
だ
り
で
は
、
都
会
の
ぼ
ん
ぼ
ん
育
ち
で

甘
や
か
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
想
像
に

難
く
な
い
。

　
大
正
13
（
１
９
２
４
）
年
、『
痴
人
の
愛
』

が
大
阪
朝
日
新
聞
に
発
表
さ
れ
た
。
主
人
公

の
ナ
オ
ミ
は
、
妻
・
千
代
の
妹
〝
せ
い
子
〞

を
モ
デ
ル
に
し
て
お
り
、
実
際
も
、
谷
崎
は
、

日
本
人
離
れ
し
た
容
姿
を
も
つ
こ
の
少
女
に

か
な
り
入
れ
込
ん
で
い
た
と
い
う
。
千
代
を

友
人
の
詩
人
、
佐
藤
春
夫
に
譲
る
と
約
束
し

や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
わ
か
り
や
す
く
親
し
み
や

す
い
物
語
と
し
て
編
集
し
、
語
り
と
映
像
、

音
楽
効
果
も
入
れ
な
が
ら
紹
介
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
大
阪
以
外
の
関
西
に
お
け
る
題

材
も
あ
る
。
周
辺
の
地
域
に
活
動
を
拡
げ
て

ほ
し
い
と
い
う
要
望
も
増
え
て
き
た
。
そ
こ

で
昨
年
度
、〝
谷
崎
潤
一
郎
〞
を
テ
ー
マ
に

選
び
、「
谷
崎
潤
一
郎
―
―
愛
と
創
作
の
ジ

ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
と
題
し
た
新
作
を
上
演
し

た
。
本
稿
で
は
、
そ
の
制
作
プ
ロ
セ
ス
の
な

か
で
の
視
点
や
、
谷
崎
潤
一
郎
（
以
下
、
谷

崎
）
な
ら
で
は
の
逸
話
を
抜
粋
し
て
綴
っ
て

み
る
。

関
西
で
の
出
会
い
と

創
作
活
動

　
文
豪
と
し
て
の
谷
崎
の
名
前
は
あ
ま
り
に

有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
人
間
像
は
意
外
と
知

ら
れ
て
い
な
い
。
関
東
出
身
で
あ
る
の
に
、

な
ぜ
関
西
で
文
筆
活
動
を
続
け
た
の
か
。
独

自
の
純
文
学
を
大
成
さ
せ
た
、
そ
の
作
風
の

源
は
何
だ
っ
た
の
か
。

　
谷
崎
研
究
は
以
前
か
ら
盛
ん
で
、
複
数
の

研
究
家
に
よ
っ
て
成
果
が
数
多
く
発
表
さ
れ

て
い
る
。
谷
崎
作
品
は
、
彼
自
身
の
過
ご
し

た
土
地
や
と
も
に
暮
ら
し
た
人
と
重
ね
合
わ

１
９
９
４
年
の
旗
揚
げ
公
演
以
来
、
大
阪
の
豊
富
な

文
化
的
コ
ン
テ
ン
ツ
を
発
掘
し
、

そ
の
魅
力
や
価
値
を
見
直
す
こ
と
で
、

ま
ち
の
賑
わ
い
づ
く
り
の
一
環
と
し
て

評
価
を
受
け
て
い
る
「
な
に
わ
の
語
り
べ
公
演
」。

そ
の
最
新
活
動
を
通
し
て
、

大
阪
の
ま
ち
の
魅
力
を
再
認
識
す
る
。

「
な
に
わ
の

語
り
べ
公
演
」で
の

作
品
づ
く
り
か
ら

谷
崎
潤
一
郎
と
関
西
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智
代

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー・文
化
研
究
所 

研
究
員

昭和24年撮影。前年には代
表作のひとつ『細雪』が下
巻まで刊行され、この年に
は文化勲章を受章している。

2013年3月5日「平成♪なに
わの語りべ劇場2013 早春in 
ブリーゼ」（於、サンケイホ
ールブリーゼ大ホール）より。

←『春琴抄』漆塗初版本 大阪の出版社創元社刊。本
文は変体がなによる。黒と
赤2種の豪華な漆塗り装丁
が大いに話題を呼んだとい
う。
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語りと映像、音楽、芝居も
取りいれ、演出に工夫を重
ねた。映像イラストは弓削
ナオミの描きおろし。



て
自
分
は
せ
い
子
と
結
婚
し
よ
う
と
も
く
ろ

ん
だ
が
失
敗
。
約
束
を
撤
回
し
て
、
激
怒
し

た
佐
藤
と
絶
交
し
て
い
る
。
信
じ
が
た
く
も

人
間
く
さ
い
ド
ラ
マ
が
作
品
の
背
景
に
あ
る
。

歳
月
が
事
実
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
と
し
て
も
、

そ
こ
に
谷
崎
の
創
造
力
が
加
わ
っ
て
、
後
世

に
残
る
作
品
を
生
み
出
し
た
、
と
い
う
構
造

が
面
白
い
。
実
生
活
で
の
体
験
を
作
品
に
反

映
さ
せ
る
ス
タ
イ
ル
は
以
降
も
続
く
が
、
舞

台
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
、
故
郷
の
東
京
で

は
な
く
関
西
で
あ
っ
た
。

関
西
に
対
し
て

批
判
的
で
あ
っ
た
谷
崎

　
大
正
14
（
１
９
２
５
）
年
10
月
に
『
文
藝

春
秋
』
に
掲
載
さ
れ
た
『
阪
神
見
聞
録
』
で
、

谷
崎
は
関
西
に
対
し
て
批
判
め
い
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
。
見
ず
知
ら
ず
の
人
に
話
し
か

け
た
り
、
電
車
で
他
人
の
新
聞
を
借
り
て
読

む
大
阪
人
を
捕
ら
え
て
、
ず
う
ず
う
し
く
非

常
識
な
感
じ
が
す
る
と
。
東
京
人
か
ら
見
た

大
阪
人
像
は
、
昔
も
今
も
そ
う
大
き
く
は
変

わ
ら
な
い
よ
う
だ
。

　
そ
ん
な
印
象
を
が
ら
り
と
変
え
て
し
ま
っ

た
も
の
、
そ
れ
は
、
大
阪
を
代
表
す
る
老
舗

の
の暖 
れ
ん簾
の
中
の
世
界
、
女
性
た
ち
を
中
心
と

し
た
上
質
な
生
活
文
化
や
日
本
の
伝
統
美
、

そ
し
て
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
花
開
い
た

モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。
特
に
谷
崎
が
魅
せ

ら
れ
た
の
は
、
せ
ん船 

ば場
の
お
お大 
だ
な店
の
ご
り
ょ
ん
さ

ま
（
若
奥
様
）
で
あ
る
〝
根
津
松
子
〞（
以
下
、

松
子
）
で
あ
っ
た
。

　
松
子
の
実
家
は
大
阪
で
名
の
知
れ
た
ふ
じ藤 

な
が永

 

た田
造
船
所
の
一
族
で
、
嫁
ぎ
先
は
大
阪
屈
指

の
綿
布
問
屋
の
老
舗
で
あ
る
。
芥
川
龍
之
介

と
の
席
で
は
じ
め
て
松
子
に
会
っ
た
谷
崎
は
、

そ
の
品
性
と
知
性
を
感
じ
さ
せ
る
会
話
や
応

対
ぶ
り
に
強
く
惹
か
れ
、
こ
れ
が
大
阪
を
代

表
す
る
婦
人
な
の
か
と
感
激
し
た
と
い
う
。

　
い
わ
ゆ
る
運
命
の
出
会
い
で
あ
り
、
青
年

谷
崎
の
純
粋
な
一
面
を
感
じ
ら
れ
る
一
景
で

あ
る
。

芸
術
的
創
作
の

女
神
と
し
て
の
松
子

　
谷
崎
の
衝
撃
的
と
も
い
え
る
女
性
遍
歴
は
、

作
品
の
理
解
を
よ
り
深
め
て
く
れ
る
。
千
代

と
別
れ
、
古
川
と丁 

み未 

こ子
と
２
度
目
の
結
婚
を

し
た
谷
崎
だ
が
、
そ
の
時
発
表
し
た
『
盲
目

物
語
』
に
は
、
根
津
夫
人
で
あ
っ
た
松
子
へ

の
憧
れ
が
滲
み
出
て
お
り
、
北
野
つ
ね恒 

と
み富
に
依

頼
し
た
口
絵
も
、
当
時
の
松
子
を
モ
デ
ル
に

し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
挙
句
、
夫
の

浮
気
に
悩
む
松
子
が
谷
崎
に
相
談
し
て
い
る

う
ち
に
、
恋
愛
感
情
が
生
じ
た
の
か
、
東
灘

区
の
魚
崎
で
隣
あ
わ
せ
の
家
を
借
り
て
逢
瀬

を
重
ね
る
。
新
婚
の
丁
未
子
に
と
っ
て
は
悲

劇
で
あ
る
。
雑
誌
記
者
の
仕
事
を
や
め
、
有

名
作
家
の
妻
に
な
っ
た
喜
び
も
束
の
間
、
打

ち
捨
て
ら
れ
た
の
だ
。
谷
崎
は
な
ぜ
丁
未
子

と
結
婚
し
た
の
か
、
松
子
へ
の
思
慕
を
よ
り

募
ら
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
た
の
か
、
私
た

ち
の
想
像
に
委
ね
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
生
活
で
も
松
子
の
品
格
と
威
厳
を
第
一
と

し
た
。
書
生
奉
公
の
よ
う
に
下
僕
と
し
て
松

子
に
仕
え
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
な
ど
、

マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
を
多
々
感
じ
さ

せ
る
。
谷
崎
に
と
っ
て
、
普
通
の
夫
婦
生
活

は
不
要
で
、
常
に
仰
ぎ
見
る
こ
と
の
で
き
る

女
神
が
、
芸
術
的
な
創
作
活
動
に
不
可
欠
な

の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
松
子
は
と
い
う
と
、『
い倚 

し
よ
う松 

あ
ん庵
の

夢
』
と
題
し
た
自
ら
の
手
記
の
中
で
、
ひ
と

り
の
女
と
し
て
、
普
通
の
夫
婦
と
し
て
睦
み

あ
え
な
い
寂
し
さ
や
、
念
願
の
子
ど
も
を
５

カ
月
で
中
絶
し
た
無
念
さ
を
後
に
告
白
し
て

い
る
。
松
子
が
谷
崎
の
理
想
の
女
性
で
あ
り

続
け
る
使
命
は
、
あ
る
意
味
残
酷
で
あ
り
、

そ
こ
に
谷
崎
の
強
烈
な
サ
デ
ィ
ズ
ム
が
存
在

し
て
い
た
と
理
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
そ
ん
な
生
活
の
な
か
で
、
谷
崎
は
、
関
西

の
風
土
、
伝
統
文
化
な
ど
へ
の
し
よ
う憧 

け
い憬
を
深

め
る
。
そ
の
情
感
が
自
身
の
繊
細
な
美
意
識

を
磨
き
上
げ
、
作
品
へ
反
映
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
関
西
へ
の
賛
美
が
あ
る
。
ま
た
、

戦
争
中
に
中
断
さ
せ
ら
れ
た
『
細
雪
』
も
、

皇
室
の
タ
ブ
ー
だ
と
ぼ
か
し
を
強
要
さ
れ
た

『
源
氏
物
語
』（
現
代
語
訳
）
も
、
試
練
を
乗

り
越
え
て
完
成
さ
せ
、
晩
年
は
病
と
闘
い
な

が
ら
も
、
新
た
な
作
品
を
発
表
し
続
け
る
と

い
う
、
最
期
ま
で
創
作
家
と
し
て
貫
き
通
し

た
生
き
様
は
胸
を
打
つ
。

今
に
残
る
、

谷
崎
の
足
跡

　
関
西
で
の
谷
崎
の
足
跡
に
つ
い
て
は
、
た

つ
み
都
志
氏
の
調
査
研
究
が
詳
し
く
、
特
に
、

真
摯
に
空
間
を
た
ど
り
現
地
を
取
材
し
て
ま

と
め
た
１
冊
『
こ
こ
で
す
や
ろ
谷
崎
は
ん
』

（
広
論
社
）
に
は
、
感
動
と
感
服
の
念
を
覚

え
た
。
こ
の
よ
う
な
手
法
で
、
地
域
と
の
つ

な
が
り
を
具
体
的
に
追
う
研
究
は
貴
重
で
あ

る
。

　
例
え
ば
、『
痴
人
の
愛
』
の
舞
台
と
な
っ
た

北
畑
（
現
・
神
戸
市
東
灘
区
本
山
北
町
３
）、

谷
崎
自
身
で
デ
ザ
イ
ン
し
た
豪
邸
が
あ
っ
た

岡
本
梅
ノ
谷
（
現
・
東
灘
区
岡
本
７
）、
松

子
と
隣
居
し
た
と
い
う
魚
崎
（
現
・
魚
崎
北

町
４
）、
谷
崎
が
特
に
愛
着
を
感
じ
て
い
た

旧
邸
で
『
細
雪
』
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
「
倚

松
庵
」（
現
在
は
移
転
保
存
さ
れ
、
東
灘
区

住
吉
東
町
１
）
な
ど
、
谷
崎
が
そ
の
足
で
立

っ
た
場
所
を
確
認
で
き
、
実
際
に
暮
ら
し
て

い
た
家
屋
に
直
接
向
き
合
え
る
の
は
、
本
当

に
あ
り
が
た
い
。
特
に
「
倚
松
庵
」
は
、
も

と
の
位
置
よ
り
１
５
０
メ
ー
ト
ル
北
へ
移
築

し
た
際
、
旧
材
を
保
存
利
用
し
て
谷
崎
居
住

時
の
姿
に
見
事
に
復
元
さ
れ
た
。
土
曜
・
日

曜
日
に
見
学
が
で
き
る
。

　
谷
崎
の
世
界
は
刺
激
的
で
か
つ
趣
深
い
。

そ
ん
な
知
的
財
産
や
遺
産
の
存
在
意
義
を
地

域
に
も
っ
と
浸
透
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
関

西
人
の
誰
も
が
誇
り
を
感
じ
る
よ
う
な
、
活

用
に
向
け
た
創
意
工
夫
が
望
ま
れ
る
。

現
在
の
倚
松
庵
↓

CEL Output Par t 2  Kurimoto Tomoyo

↑谷崎と松子、打出の家の庭で （昭和 9年 5月頃）

現在の兵庫県芦屋市宮川町
に残る「打出」の家で、谷
崎と松子は祝言をあげた。
昭和9年から11年まで住
んだという。

谷崎は昭和11年11月から
18年11月までこの家に住ん
だ。自身も昭和7年ごろには、
「松（松子）に倚（よ）る」と
の意からか、雅号として「倚
松庵」を用いていたという。

谷崎は昭和10年1月28 日、
『盲目物語』『春琴抄』など
の登場人物モデルともいわ
れる松子と祝言をあげる。

←『細雪』初版本

↑
結
婚
式
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で
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潤
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念
館
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戸
市

昭和 18年、雑誌『中央公
論』に一部発表されたが、
奢侈（しゃし）な表現を理由
に掲載を止められる。戦後、
中央公論社から初版刊行。



　
前
号
に
て
、「
生
活
者
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
関
す
る
意
識
や
行
動
の
調
査
」（
＊
）の
結

果
の
一
部
を
報
じ
た
。

　
こ
の
調
査
は
、
昨
年
11
〜
12
月
初
旬
、
本

格
的
に
暖
房
機
を
使
用
す
る
前
に
実
施
し
た
。

こ
の
冬
使
用
す
る
予
定
の
暖
房
機
に
つ
い
て

尋
ね
た
結
果
を
、Chart 1

に
示
す
。
電
気

ー
プ
に
分
け
た
。

【
Ａ
】
グ
ル
ー
プ
は
、
省
エ
ネ
へ
の
取
り
組

み
意
識
が
強
い
。
ま
た
、
商
品
の
購
入
に
お

い
て
も
、
衝
動
買
い
を
し
な
い
、
手
間
を
か

け
て
も
安
い
も
の
を
買
う
な
ど
、
コ
ス
ト
意

識
の
高
さ
が
見
ら
れ
、
物
を
大
事
に
す
る
傾

向
も
あ
る
。
全
体
の
18
％
を
占
め
る
。

【
Ｂ
】
グ
ル
ー
プ
は
、
省
エ
ネ
に
対
す
る
意

識
が
高
め
。
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
や
人
を
呼

ん
で
ホ
ー
ム
パ
ー
テ
ィ
を
す
る
な
ど
、
交
友

に
積
極
的
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
全
体
の

23
％
。

【
Ｃ
】
グ
ル
ー
プ
は
、
省
エ
ネ
に
対
す
る
意

識
や
自
分
か
ら
取
り
組
ん
で
い
こ
う
と
す
る

意
識
は
そ
こ
そ
こ
で
、【
Ｂ
】
グ
ル
ー
プ
よ

り
は
低
め
。
ま
た
、
交
友
や
イ
ベ
ン
ト
参
加

に
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
で
は
な
い
。
全
体
の

24
％
を
占
め
、
最
も
多
い
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

【
Ｄ
】
グ
ル
ー
プ
は
、
省
エ
ネ
は
す
る
べ
き

と
思
っ
て
い
る
も
の
の
、
自
分
が
取
り
組
む

よ
り
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
た
く
さ
ん
使
っ
て

い
る
人
や
会
社
・
工
場
な
ど
が
す
べ
き
と
考

え
て
い
る
。
新
し
い
商
品
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

に
は
敏
感
で
あ
る
。
全
体
の
12
％
。

【
Ｅ
】
グ
ル
ー
プ
は
、
省
エ
ネ
は
し
た
く
な

い
、
も
し
く
は
自
分
が
し
て
も
意
味
が
な
い

と
考
え
て
い
る
。
全
体
の
19
％
。

【
Ｆ
】
グ
ル
ー
プ
は
、
省
エ
ネ
だ
け
で
な
く
、

交
友
・
イ
ベ
ン
ト
参
加
や
新
商
品
な
ど
に
お

い
て
も
全
般
的
に
無
関
心
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
６
つ
に
分
け
た
グ
ル
ー
プ

の
な
か
で
の
男
女
比
率
を
見
る
と
、
男
性
は

省
エ
ネ
意
識
が
高
い
【
Ａ
】
グ
ル
ー
プ
と
省

エ
ネ
に
無
関
心
な
【
Ｅ
】【
Ｆ
】
グ
ル
ー
プ
に

二
極
化
し
て
い
る
。
省
エ
ネ
意
識
が
比
較
的

高
く
、
イ
ベ
ン
ト
や
交
友
が
好
き
な
【
Ｂ
】

グ
ル
ー
プ
で
は
、
女
性
が
多
い
。
ま
た
、
各

グ
ル
ー
プ
の
年
齢
構
成
を
見
て
み
る
と
、
省

エ
ネ
意
識
が
比
較
的
高
い
【
Ａ
】【
Ｂ
】【
Ｃ
】

グ
ル
ー
プ
で
は
60
歳
代
の
層
が
多
い
。
一
方
、

省
エ
ネ
へ
の
関
心
や
取
り
組
み
意
識
が
低
い

【
Ｄ
】【
Ｅ
】【
Ｆ
】
グ
ル
ー
プ
で
は
、
20
〜

30
歳
代
の
若
年
層
が
多
い
。

省
エ
ネ
意
識
と

省
エ
ネ
行
動
への

取
り
組
み

　
次
に
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
省
エ
ネ
行

動
へ
の
取
り
組
み
状
況
をChart 2

の
最
下

段
に
示
す
。
省
エ
ネ
へ
の
取
り
組
み
数
に
つ

い
て
は
、
前
号
の
図
１
に
示
す
省
エ
ネ
行
動

の
う
ち
、
昨
年
夏
に
実
施
し
た
件
数
を
示
し

て
い
る
。

　
取
り
組
ん
だ
省
エ
ネ
行
動
の
数
は
、
や
は

り
省
エ
ネ
意
識
の
高
い
【
Ａ
】【
Ｂ
】
グ
ル
ー

プ
の
人
が
多
い
。
そ
し
て
、
省
エ
ネ
に
関
心

の
低
い
【
Ｅ
】【
Ｆ
】
グ
ル
ー
プ
は
３
前
後
と
、

【
Ａ
】【
Ｂ
】
グ
ル
ー
プ
の
半
分
以
下
と
な
っ

て
い
る
。
特
に
【
Ｆ
】
グ
ル
ー
プ
は
、
取
り

組
み
数
が
０
、
つ
ま
り
何
も
し
て
い
な
い
人

が
４
割
に
も
な
る
。

　
省
エ
ネ
へ
の
意
識
づ
け
と
し
て
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
使
用
量
の
「
見
え
る
化
」
が
有
効
と
言

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
最
も
簡
便
な
方

法
の
ひ
と
つ
が
、
毎
月
自
宅
に
届
く
電
気
・

ガ
ス
・
水
道
の
検
針
票
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
検
針
票
の
確
認
状
況
に
つ
い
て
、

グ
ル
ー
プ
別
に
集
計
を
行
い
、Chart 2

に

示
し
た
。

　
電
気
の
検
針
票
の
使
用
量
を
毎
月
見
る
と

回
答
し
た
人
は
、
全
体
の
47
％
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
グ
ル
ー
プ
別
に
見
る
と
、
省
エ
ネ
意

識
の
高
い
【
Ａ
】【
Ｂ
】【
Ｃ
】
グ
ル
ー
プ
、
ま

た
自
ら
省
エ
ネ
に
取
り
組
む
意
識
の
低
い

【
Ｄ
】
グ
ル
ー
プ
で
も
、
50
％
前
後
の
人
が

毎
月
見
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
省
エ
ネ
に

関
心
の
低
い
【
Ｅ
】【
Ｆ
】
グ
ル
ー
プ
で
は

約
30
％
に
下
が
る
一
方
で
、
め
っ
た
に
見
な

い
人
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
明
ら
か
な
差
が

生
じ
て
い
る
。
ガ
ス
・
水
道
に
つ
い
て
も
同

様
な
傾
向
で
あ
っ
た
。

　
先
に
【
Ｅ
】【
Ｆ
】
グ
ル
ー
プ
は
、
若
年

層
が
多
い
と
述
べ
た
が
、
実
際
に
省
エ
ネ
行

動
を
取
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
検
針
票
も
見
な

い
人
が
多
い
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
、
ど
の
よ

う
な
情
報
や
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
か

が
課
題
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

　
前
号
で
は
、
省
エ
ネ
行
動
に
取
り
組
ま
な

い
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
理
由
が
あ
る
が
、「
忘

れ
る
」
や
「
面
倒
」
と
い
っ
た
も
の
も
上
位

に
来
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ
ら
を
減
ら
し

て
い
く
た
め
に
は
、「
情
報
」
が
必
要
で
は

な
い
か
と
結
論
づ
け
た
が
、
ど
ん
な
情
報
を

ど
の
よ
う
に
出
せ
ば
届
く
の
か
は
、
難
し
い

問
題
で
あ
る
。
そ
の
一
例
が
検
針
票
で
、
前

年
の
使
用
量
な
ど
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
最

も
手
軽
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
有
用
な
情
報

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
省
エ
ネ
意
識
の

低
い
人
は
、
そ
れ
す
ら
も
見
て
い
な
い
こ
と

が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
今
年
度
は
、
実
験
集
合
住
宅
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
21

に
て
、
住
戸
内
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
詳
細
計
測
を

開
始
す
る
予
定
で
あ
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
設

備
の
利
用
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
も
行
う
予

定
で
、
今
回
の
よ
う
な
調
査
の
内
容
も
あ
わ

せ
て
、
生
活
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
の
現
状
と
こ
れ
か
ら
の
あ
り
方
を
考

え
て
い
き
た
い
。

こ
た
つ
、
石
油
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
、
電
気

カ
ー
ペ
ッ
ト
が
１
〜
３
位
を
占
め
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
機
器
を
使
用
す
る
理

由
に
つ
い
て
尋
ね
、
第
１
位
の
使
用
理
由
で

分
類
し
た
結
果
もChart 1

に
記
載
し
た
。

回
答
の
選
択
肢
に
は
「
も
と
も
と
持
っ
て
い

た
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
第
１
位

の
理
由
に
な
っ
て
い
る
機
器
も
あ
っ
た
が
、

積
極
的
な
選
択
理
由
で
は
な
い
の
で
省
い
て

い
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
電
気
の
暖
房
機
は
「
手

軽
さ
」
で
選
択
さ
れ
て
お
り
、
ガ
ス
や
石
油

の
暖
房
機
は
、「
暖
房
感
」
を
重
視
し
て
選

択
さ
れ
て
い
る
。「
安
全
性
」
に
つ
い
て
も

電
気
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
エ
ア
コ
ン
や
電
気
オ
イ

ル
ヒ
ー
タ
ー
は
第
２
位
の
選
択
理
由
に
な
っ

て
お
り
、
消
費
者
が
暖
房
機
を
選
ぶ
基
準
は
、

「
空
気
を
汚
さ
な
い
」
を
含
め
た
４
つ
が
代

表
的
な
も
の
と
言
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、Chart 1

の
な
か
で
、
太
字

で
示
し
た
機
器
は
、
電
熱
ヒ
ー
タ
ー
に
よ
る

暖
房
機
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
手
軽
に
使
え

る
機
器
で
あ
る
が
、
省
エ
ネ
の
観
点
か
ら
は
、

一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
ベ
ー
ス
の
効
率
が
約
36
％

を
超
え
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

効
率
が
悪
い
。
相
応
に
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト

も
か
か
る
の
で
、
主
た
る
暖
房
機
と
し
て
は

使
用
を
控
え
た
い
機
器
で
あ
る
。
し
か
し
、

電
気
こ
た
つ
や
電
気
カ
ー
ペ
ッ
ト
は
、
体
と

接
す
る
部
分
が
暖
か
く
な
る
の
で
、
部
屋
全

体
を
暖
め
る
必
要
が
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

少
な
く
て
す
む
と
考
え
て
積
極
的
に
使
用
す

る
家
庭
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

補
助
暖
房
と
し
て
局
所
的
に
使
用
す
る
な
ど
、

上
手
に
使
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
同
様

に
石
油
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
も
、
消
費
電
力
が

少
な
い
暖
房
機
と
し
て
使
用
し
て
い
る
場
合

も
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
使
用
状
況
を
含
む
追

加
調
査
を
、
次
の
機
会
に
行
っ
て
い
き
た
い
。

ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
に
よ
る

省
エ
ネ
意
向
の
分
類

　
次
に
、
似
た
傾
向
を
持
つ
回
答
者
を
グ

ル
ー
ピ
ン
グ
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
省
エ
ネ

や
購
買
行
動
等
に
関
す
る
設
問
を
使
用
し
、

非
階
層
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
を
行
っ
た
。
設
問

と
回
答
傾
向
、
男
女
比
、
年
齢
構
成
を

Chart 2

に
示
す
。
な
お
、
表
中
の
設
問
や

回
答
傾
向
は
誌
面
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
多

少
単
純
化
し
て
示
し
て
い
る
。

　
表
の
う
ち
、「
◯
」
は
、
そ
の
設
問
に
対

す
る
回
答
傾
向
が
肯
定
的
、「
×
」
は
否
定
的
、

「
△
」
は
比
較
的
中
立
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　
分
析
を
行
い
、
調
査
対
象
を
６
つ
の
グ
ル

暖
房
機
器
と

そ
の
使
用
理
由

情
報
誌
Ｃ
Ｅ
Ｌ
１
０
３
号
で
報
じ
た
、

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
研
究
の
第
２
報
。

今
号
で
は
さ
ら
な
る
分
析
を
も
と
に
、

生
活
者
の
省
エ
ネ
意
識
と
行
動
に
つ
い
て
深
く
探
る
。

生
活
者
の

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る

意
識
と
行
動

ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
を

も
と
に
し
た
分
析
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前
号
に
て
、「
生
活
者
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
関
す
る
意
識
や
行
動
の
調
査
」（
＊
）の
結

果
の
一
部
を
報
じ
た
。

　
こ
の
調
査
は
、
昨
年
11
〜
12
月
初
旬
、
本

格
的
に
暖
房
機
を
使
用
す
る
前
に
実
施
し
た
。

こ
の
冬
使
用
す
る
予
定
の
暖
房
機
に
つ
い
て

尋
ね
た
結
果
を
、Chart 1

に
示
す
。
電
気

ー
プ
に
分
け
た
。

【
Ａ
】
グ
ル
ー
プ
は
、
省
エ
ネ
へ
の
取
り
組

み
意
識
が
強
い
。
ま
た
、
商
品
の
購
入
に
お

い
て
も
、
衝
動
買
い
を
し
な
い
、
手
間
を
か

け
て
も
安
い
も
の
を
買
う
な
ど
、
コ
ス
ト
意

識
の
高
さ
が
見
ら
れ
、
物
を
大
事
に
す
る
傾

向
も
あ
る
。
全
体
の
18
％
を
占
め
る
。

【
Ｂ
】
グ
ル
ー
プ
は
、
省
エ
ネ
に
対
す
る
意

識
が
高
め
。
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
や
人
を
呼

ん
で
ホ
ー
ム
パ
ー
テ
ィ
を
す
る
な
ど
、
交
友

に
積
極
的
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
全
体
の

23
％
。

【
Ｃ
】
グ
ル
ー
プ
は
、
省
エ
ネ
に
対
す
る
意

識
や
自
分
か
ら
取
り
組
ん
で
い
こ
う
と
す
る

意
識
は
そ
こ
そ
こ
で
、【
Ｂ
】
グ
ル
ー
プ
よ

り
は
低
め
。
ま
た
、
交
友
や
イ
ベ
ン
ト
参
加

に
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
で
は
な
い
。
全
体
の

24
％
を
占
め
、
最
も
多
い
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

【
Ｄ
】
グ
ル
ー
プ
は
、
省
エ
ネ
は
す
る
べ
き

と
思
っ
て
い
る
も
の
の
、
自
分
が
取
り
組
む

よ
り
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
た
く
さ
ん
使
っ
て

い
る
人
や
会
社
・
工
場
な
ど
が
す
べ
き
と
考

え
て
い
る
。
新
し
い
商
品
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

に
は
敏
感
で
あ
る
。
全
体
の
12
％
。

【
Ｅ
】
グ
ル
ー
プ
は
、
省
エ
ネ
は
し
た
く
な

い
、
も
し
く
は
自
分
が
し
て
も
意
味
が
な
い

と
考
え
て
い
る
。
全
体
の
19
％
。

【
Ｆ
】
グ
ル
ー
プ
は
、
省
エ
ネ
だ
け
で
な
く
、

交
友
・
イ
ベ
ン
ト
参
加
や
新
商
品
な
ど
に
お

い
て
も
全
般
的
に
無
関
心
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
６
つ
に
分
け
た
グ
ル
ー
プ

の
な
か
で
の
男
女
比
率
を
見
る
と
、
男
性
は

省
エ
ネ
意
識
が
高
い
【
Ａ
】
グ
ル
ー
プ
と
省

エ
ネ
に
無
関
心
な
【
Ｅ
】【
Ｆ
】
グ
ル
ー
プ
に

二
極
化
し
て
い
る
。
省
エ
ネ
意
識
が
比
較
的

高
く
、
イ
ベ
ン
ト
や
交
友
が
好
き
な
【
Ｂ
】

グ
ル
ー
プ
で
は
、
女
性
が
多
い
。
ま
た
、
各

グ
ル
ー
プ
の
年
齢
構
成
を
見
て
み
る
と
、
省

エ
ネ
意
識
が
比
較
的
高
い
【
Ａ
】【
Ｂ
】【
Ｃ
】

グ
ル
ー
プ
で
は
60
歳
代
の
層
が
多
い
。
一
方
、

省
エ
ネ
へ
の
関
心
や
取
り
組
み
意
識
が
低
い

【
Ｄ
】【
Ｅ
】【
Ｆ
】
グ
ル
ー
プ
で
は
、
20
〜

30
歳
代
の
若
年
層
が
多
い
。

省
エ
ネ
意
識
と

省
エ
ネ
行
動
への

取
り
組
み

　
次
に
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
省
エ
ネ
行

動
へ
の
取
り
組
み
状
況
をChart 2

の
最
下

段
に
示
す
。
省
エ
ネ
へ
の
取
り
組
み
数
に
つ

い
て
は
、
前
号
の
図
１
に
示
す
省
エ
ネ
行
動

の
う
ち
、
昨
年
夏
に
実
施
し
た
件
数
を
示
し

て
い
る
。

　
取
り
組
ん
だ
省
エ
ネ
行
動
の
数
は
、
や
は

り
省
エ
ネ
意
識
の
高
い
【
Ａ
】【
Ｂ
】
グ
ル
ー

プ
の
人
が
多
い
。
そ
し
て
、
省
エ
ネ
に
関
心

の
低
い
【
Ｅ
】【
Ｆ
】
グ
ル
ー
プ
は
３
前
後
と
、

【
Ａ
】【
Ｂ
】
グ
ル
ー
プ
の
半
分
以
下
と
な
っ

て
い
る
。
特
に
【
Ｆ
】
グ
ル
ー
プ
は
、
取
り

組
み
数
が
０
、
つ
ま
り
何
も
し
て
い
な
い
人

が
４
割
に
も
な
る
。

　
省
エ
ネ
へ
の
意
識
づ
け
と
し
て
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
使
用
量
の
「
見
え
る
化
」
が
有
効
と
言

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
最
も
簡
便
な
方

法
の
ひ
と
つ
が
、
毎
月
自
宅
に
届
く
電
気
・

ガ
ス
・
水
道
の
検
針
票
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
検
針
票
の
確
認
状
況
に
つ
い
て
、

グ
ル
ー
プ
別
に
集
計
を
行
い
、Chart 2

に

示
し
た
。

　
電
気
の
検
針
票
の
使
用
量
を
毎
月
見
る
と

回
答
し
た
人
は
、
全
体
の
47
％
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
グ
ル
ー
プ
別
に
見
る
と
、
省
エ
ネ
意

識
の
高
い
【
Ａ
】【
Ｂ
】【
Ｃ
】
グ
ル
ー
プ
、
ま

た
自
ら
省
エ
ネ
に
取
り
組
む
意
識
の
低
い

【
Ｄ
】
グ
ル
ー
プ
で
も
、
50
％
前
後
の
人
が

毎
月
見
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
省
エ
ネ
に

関
心
の
低
い
【
Ｅ
】【
Ｆ
】
グ
ル
ー
プ
で
は

約
30
％
に
下
が
る
一
方
で
、
め
っ
た
に
見
な

い
人
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
明
ら
か
な
差
が

生
じ
て
い
る
。
ガ
ス
・
水
道
に
つ
い
て
も
同

様
な
傾
向
で
あ
っ
た
。

　
先
に
【
Ｅ
】【
Ｆ
】
グ
ル
ー
プ
は
、
若
年

層
が
多
い
と
述
べ
た
が
、
実
際
に
省
エ
ネ
行

動
を
取
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
検
針
票
も
見
な

い
人
が
多
い
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
、
ど
の
よ

う
な
情
報
や
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
か

が
課
題
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

　
前
号
で
は
、
省
エ
ネ
行
動
に
取
り
組
ま
な

い
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
理
由
が
あ
る
が
、「
忘

れ
る
」
や
「
面
倒
」
と
い
っ
た
も
の
も
上
位

に
来
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ
ら
を
減
ら
し

て
い
く
た
め
に
は
、「
情
報
」
が
必
要
で
は

な
い
か
と
結
論
づ
け
た
が
、
ど
ん
な
情
報
を

ど
の
よ
う
に
出
せ
ば
届
く
の
か
は
、
難
し
い

問
題
で
あ
る
。
そ
の
一
例
が
検
針
票
で
、
前

年
の
使
用
量
な
ど
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
最

も
手
軽
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
有
用
な
情
報

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
省
エ
ネ
意
識
の

低
い
人
は
、
そ
れ
す
ら
も
見
て
い
な
い
こ
と

が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
今
年
度
は
、
実
験
集
合
住
宅
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
21

に
て
、
住
戸
内
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
詳
細
計
測
を

開
始
す
る
予
定
で
あ
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
設

備
の
利
用
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
も
行
う
予

定
で
、
今
回
の
よ
う
な
調
査
の
内
容
も
あ
わ

せ
て
、
生
活
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
の
現
状
と
こ
れ
か
ら
の
あ
り
方
を
考

え
て
い
き
た
い
。

こ
た
つ
、
石
油
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
、
電
気

カ
ー
ペ
ッ
ト
が
１
〜
３
位
を
占
め
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
機
器
を
使
用
す
る
理

由
に
つ
い
て
尋
ね
、
第
１
位
の
使
用
理
由
で

分
類
し
た
結
果
もChart 1

に
記
載
し
た
。

回
答
の
選
択
肢
に
は
「
も
と
も
と
持
っ
て
い

た
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
第
１
位

の
理
由
に
な
っ
て
い
る
機
器
も
あ
っ
た
が
、

積
極
的
な
選
択
理
由
で
は
な
い
の
で
省
い
て

い
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
電
気
の
暖
房
機
は
「
手

軽
さ
」
で
選
択
さ
れ
て
お
り
、
ガ
ス
や
石
油

の
暖
房
機
は
、「
暖
房
感
」
を
重
視
し
て
選

択
さ
れ
て
い
る
。「
安
全
性
」
に
つ
い
て
も

電
気
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
エ
ア
コ
ン
や
電
気
オ
イ

ル
ヒ
ー
タ
ー
は
第
２
位
の
選
択
理
由
に
な
っ

て
お
り
、
消
費
者
が
暖
房
機
を
選
ぶ
基
準
は
、

「
空
気
を
汚
さ
な
い
」
を
含
め
た
４
つ
が
代

表
的
な
も
の
と
言
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、Chart 1

の
な
か
で
、
太
字

で
示
し
た
機
器
は
、
電
熱
ヒ
ー
タ
ー
に
よ
る

暖
房
機
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
手
軽
に
使
え

る
機
器
で
あ
る
が
、
省
エ
ネ
の
観
点
か
ら
は
、

一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
ベ
ー
ス
の
効
率
が
約
36
％

を
超
え
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

効
率
が
悪
い
。
相
応
に
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト

も
か
か
る
の
で
、
主
た
る
暖
房
機
と
し
て
は

使
用
を
控
え
た
い
機
器
で
あ
る
。
し
か
し
、

電
気
こ
た
つ
や
電
気
カ
ー
ペ
ッ
ト
は
、
体
と

接
す
る
部
分
が
暖
か
く
な
る
の
で
、
部
屋
全

体
を
暖
め
る
必
要
が
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

少
な
く
て
す
む
と
考
え
て
積
極
的
に
使
用
す

る
家
庭
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

補
助
暖
房
と
し
て
局
所
的
に
使
用
す
る
な
ど
、

上
手
に
使
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
同
様

に
石
油
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
も
、
消
費
電
力
が

少
な
い
暖
房
機
と
し
て
使
用
し
て
い
る
場
合

も
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
使
用
状
況
を
含
む
追

加
調
査
を
、
次
の
機
会
に
行
っ
て
い
き
た
い
。

ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
に
よ
る

省
エ
ネ
意
向
の
分
類

　
次
に
、
似
た
傾
向
を
持
つ
回
答
者
を
グ

ル
ー
ピ
ン
グ
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
省
エ
ネ

や
購
買
行
動
等
に
関
す
る
設
問
を
使
用
し
、

非
階
層
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
を
行
っ
た
。
設
問

と
回
答
傾
向
、
男
女
比
、
年
齢
構
成
を

Chart 2

に
示
す
。
な
お
、
表
中
の
設
問
や

回
答
傾
向
は
誌
面
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
多

少
単
純
化
し
て
示
し
て
い
る
。

　
表
の
う
ち
、「
◯
」
は
、
そ
の
設
問
に
対

す
る
回
答
傾
向
が
肯
定
的
、「
×
」
は
否
定
的
、

「
△
」
は
比
較
的
中
立
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　
分
析
を
行
い
、
調
査
対
象
を
６
つ
の
グ
ル

CEL Output Par t3 Shiba Toru
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ム
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そ
の
他
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い
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Chart 2

省エネ意識の高い人、低い人

省エネ意識が高い 省エネ意識が低い

２０代

３０代

４０代

５０代

6０代

A
Group

金額は見るが、
使用量は
ほとんど見ない

めったに見ない

毎月（毎回）見る

時々見る

質問2／快適性・利便性が
損なわれるので
省エネしたくない

取り組んだ
省エネ行動の数

タイプ別6グループ

性別

年齢別

グループ別
検針票の確認状況

構成比

男性

女性

54%

46%

11.8%

18.7%

23.5%

19.7%

26.3%

7.2個 6.9個 5.7個 4.9個 2.7個 2.7個

55.2%

17.1%

12.8%

14.9%

56.1%

16.5%

14.4%

13.1%

46.6%

19.6%

19.9%

13.9%

46.3%

21.3%

18.3%

14.2%

34.7%

20.3%

16.9%

28.2%

はい

あまり

はい

いいえ

はい

あまり

はい

あまり

いいえ

あまり

あまり

いいえ

あまり

あまり

あまり

あまり

はい

あまり

はい

あまり

あまり

あまり

あまり

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

あまり

いいえ

B
Group

39.4%

60.6%

13.4%

20.5%

18.9%

20.5%

26.7%

人好き・
省エネ意識が
高い

C
Group

44.1%

55.9%

9.3%

17.1%

23.5%

23.1%

27.0%

省エネ意識は
そこそこの
多数派

D
Group

52.6%

47.4%

24.6%

19.8%

20.5%

14.9%

20.1%

省エネは
他人任せ

E
Group

60.8%

39.2%

28.4%

25.2%

20.5%

16.0%

9.9%

省エネに
関心なし

F
Group

全般的に
関心なし

18.3% 23.0% 24.4% 11.7% 19.3% 3.4%

冬期に使用する予定の暖房機器とその理由

質問1／
地球資源保全のため、
省エネしていきたい

質問3／
物は長く大切に
使いたい
質問4／
祭りやイベントが好き
交友関係が広い

質問5／
手間をかけても安いものを買う
省エネのためがまんしてもいい

28.9%

25%

11.8%

34.2%

67.1%

32.9%

18.4%

30.3%

26.3%

14.5%

10.5%
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コスト重視で
省エネ意識が
高い

（
＊
）情
報
誌
Ｃ
Ｅ
Ｌ
１
０
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号
58
〜
61
頁
参
照
。



近
年
、子
ど
も
た
ち
の「
生
き
る
力（
人
間
力・生
活
力
）」の
育
み

が
社
会
的
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る

た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
教
育
が
必
要
か
？
　
本
連
載
で
は
、「
エ
ネ

ル
ギ
ー・
環
境
」「
住
ま
い・
生
活
」「
都
市
・コ
ミ
ュニ
テ
ィ
」の
３
つ
の

視
点
か
ら
、次
世
代
教
育
の
現
状
・
課
題
・
未
来
を
探
り
た
い
。第

１
回
の
テ
ー
マ
は「
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育
」。

次
世
代
教
育
の
必
要
性

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー・
文
化
研
究
所

ま
え
が
き

　
科
学
技
術
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
発
展
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
は
社
会
に
恩
恵
を
も
た
ら

し
て
い
る
。
一
方
で
そ
れ
に
よ
っ
て
生
活
者

の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
あ
り
方
が
急
激
に
変
化
し
、
人
々
が
堅

持
す
る
べ
き
生
き
る
力
、
言
い
換
え
れ
ば
生

活
力
・
人
間
力
（
人
間
と
し
て
培
う
べ
き
基

本
的
な
能
力
）
が
弱
体
化
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
現
代
の
子
ど
も
た
ち
が
抱
え
る
課

題
と
し
て
、「
人
間
関
係
を
う
ま
く
作
れ
な

い
」「
集
団
生
活
に
適
応
で
き
な
い
」「
い
じ
め

や
い
じ
め
の
陰
湿
化
に
代
表
さ
れ
る
規
範
意

識
の
低
下
」「
物
事
に
創
意
を
も
っ
て
取
り
組

む
意
欲
の
欠
如
」
な
ど
を
指
摘
す
る
識
者
も

い
る
。

　
こ
れ
か
ら
の
激
動
の
時
代
を
生
き
抜
く
た

め
に
は
、
社
会
の
多
様
性
に
対
応
で
き
る「
生

活
力
・
人
間
力
」
を
育
む
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
る
。
特
に
次
代
を
担
う
青
年
層
へ
の
次
世

代
教
育
が
い
っ
そ
う
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
本
誌
で
は
生

活
力
・
人
間
力
を
育
む
次
世
代
教
育
に
つ
い

て
検
討
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
。

構
成・文
　
吉
原 

佐
也
香
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新
連
載
／
人
間
力
を
育
む
次
世
代
教
育

常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
山
下
教
授
は
強
調

す
る
。

　
教
師
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育
と
い
う
体

系
を
理
解
し
た
う
え
で
授
業
が
行
わ
れ
て
い

れ
ば
、
全
体
と
し
て
必
要
な
こ
と
が
カ
バ
ー

で
き
る
は
ず
。
現
状
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教

育
を
充
実
さ
せ
る
に
は
そ
う
い
う
方
法
で
実

践
す
る
の
が
最
も
現
実
的
だ
と
い
う
の
が
山

下
教
授
の
主
張
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
は
教
員
の
意
識
が
な
に
よ
り
も
重

要
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
教
員
が
自
ら

エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育
の
体
系
を
し
っ
か
り

把
握
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。し
た
が
っ

て
、
何
ら
か
の
支
援
・
体
制
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
。
例
と
し
て
は
、
免
許
更
新
に
付
随

す
る
研
修
や
、
各
教
育
委
員
会
が
指
定
す
る

研
修
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。
こ
れ
を
上

手
に
活
用
し
、
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
機
会

に
す
る
こ
と
が
第
一
歩
と
な
る
。

　
こ
う
し
た
学
校
と
い
う
場
で
の
取
り
組
み

が
、
一
般
の
関
心
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
た

だ
し
、
小
学
校
教
育
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教

育
を
ど
う
扱
っ
て
い
る
か
と
、
一
般
市
民
が

ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
か
な

り
対
応
し
て
い
る
も
の
の
、「
小
学
校
教
育
で

取
り
あ
げ
て
か
ら
一
般
に
浸
透
す
る
ま
で
約

20
〜
30
年
は
か
か
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
」
と
山
下
教
授
は
警
告
す
る
。

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
は
４
％
で
す
か
ら
、
本

来
な
ら
真
っ
先
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

問
題
の
は
ず
で
す
が
、
中
学
校
の
教
科
書
に

も
ほ
と
ん
ど
出
て
い
な
い
そ
う
で
す
。
次
世

代
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
で
き
る
だ

け
早
く
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題

で
す
」

　
確
か
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
問
題
に
関
す

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
４
％
と
、
他
国
に
比

べ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
が
乏
し
い
日
本
に

と
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
は
常
に
大
き
な

課
題
で
あ
る
。
ま
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
は
地

球
温
暖
化
問
題
と
も
不
可
分
の
関
係
に
あ

る
。
さ
ら
に
、
２
０
１
１
年
３
月
11
日
に
発

生
し
た
東
日
本
大
震
災
と
そ
の
後
の
福
島
原

発
事
故
、
そ
れ
に
続
く
関
東
で
の
大
規
模
な

計
画
停
電
と
全
国
的
な
電
力
需

給
の
ひ
つ逼 

ぱ
く迫
に
よ
り
、
需
要
面
で

は
節
電
・
省
エ
ネ
が
強
く
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
、

制
度
面
で
は
電
力
の
自
由
化
論

議
が
い
っ
そ
う
活
発
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
生
活
者

が
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
か
に
選
択

す
る
か
」
と
い
う
意
思
決
定
を
迫

ら
れ
る
機
会
が
増
え
て
い
る
。

　
適
切
な
選
択
を
行
う
た
め
に
は
「
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
リ
テ
ラ
シ
ー
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
賢
く

使
う
た
め
の
基
礎
知
識
）」
を
身
に
つ
け
る
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
10
年
単
位
で
こ
の
状

況
が
大
き
く
変
わ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
次
世
代
教
育
と
し
て
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
環
境
教
育
が
重
要
な
テ
ー
マ
だ
と
い
う

こ
と
は
明
ら
か
だ
。

　
そ
こ
で
「
総
合
的
学
習
と
し
て
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
環
境
教
育
」
に
つ
い
て
研
究
し
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
環
境
教
育
を
推
進
す
る
京
都
教
育
大

学
の
山
下
宏
文
教
授
の
お
話
を
う
か
が
い
な

が
ら
、こ
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。

エ
ネ
ル
ギ
ー

環
境
教
育
の

現
状

　
現
在
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
エ
ネ
ル

ギ
ー
環
境
教
育
は
「
理
科
」
中
心
に
行
わ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
環
境
は

本
来
、
社
会
科
的
な
側
面
が
非
常
に
大
き
い

た
め
、
判
断
を
す
る
う
え
で
は
科
学
的
な
知

識
と
社
会
的
な
視
点
を
合
わ
せ
て
み
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
山
下
教
授
は
強

調
す
る
。

　
も
と
も
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育
に
非
常

に
熱
心
な
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
環

境
教
育
の
中
心
は
地
政
学
（
政
治
現
象
と
地

理
的
条
件
と
の
関
係
を
研
究
す
る
学
問
）
で

あ
り
、
中
心
と
な
る
の
は
地
理
・
歴
史
で
あ

る
。
小
・
中
学
校
で
は
日
本
と
同
じ
よ
う
に

理
科
が
中
心
で
、
発
電
実
験
な
ど
を
す
る
。

し
か
し
、
高
校
に
な
る
と
地
理
や
経
済
分
野

の
学
習
が
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
よ
う

に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
日
本
と
同
様
に
エ
ネ

ル
ギ
ー
自
給
率
が
低
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安

定
的
確
保
は
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
た
め
、

「
地
政
学
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
は
っ
き
り

さ
せ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
一
方
で
、
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育

も
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
今
回
、
新
学
習
指
導

要
領
で
の
大
き
な
改
善
点
と
し
て
、
理
科
の

な
か
に
「
実
社
会
、
実
生
活
と
の
関
連
を
重

視
す
る
内
容
を
充
実
す
る
」
と
い
う
方
針
が

盛
り
込
ま
れ
た
。エ
ネ
ル
ギ
ー
も
エ
ネ
ル
ギ
ー

保
存
の
法
則
な
ど
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、

実
社
会
・
実
生
活
と
の
関
連
と
い
う
こ
と
か

ら
学
習
し
よ
う
、
と
い
う
わ
け
だ
。

　
例
え
ば
中
学
理
科
の
改
善
基
本
方
針
で
は

「
科
学
技
術
と
人
間
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
環
境
な
ど
総
合
的
な
見

方
を
育
て
る
」「
持
続
可
能
な
社

会
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る

状
況
に
鑑
み
、
環
境
教
育
の
充

実
を
図
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
理
科
、
社
会
と

い
う
枠
を
超
え
た
学
際
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
に
目
が
向
け
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
教
員
教
育
か
ら

「
も
ち
ろ
ん
、
私
か
ら
見
れ
ば
今
の
教
育
課

程
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
観
点
か
ら
は
ま

だ
ま
だ
不
十
分
で
す
が
」

と
山
下
教
授
。
い
ま
一
度
フ
ラ
ン
ス
に
目
を

向
け
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
社
会
科
と
理
科

で
別
々
に
教
え
な
が
ら
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
環

境
教
育
の
全
体
を
教
員
が
し
っ
か
り
捉
え
て

い
る
と
こ
ろ
が
決
定
的
な
違
い
だ
、
と
の
こ

と
。
つ
ま
り
、
教
師
が
し
っ
か
り
と
理
解
し

て
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が

鍵
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
教
員
教
育
が
非

は
じ
め
に
―
―

生
活
者
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

リ
テ
ラ
シ
ー
が
必
要

エネルギー環境問題に
関する認識の浸透に
それだけ長い時間が

かかるとすれば、
悠長に構えている

暇はない。

�E�d�u�c�a�t�i�o�n
�f�o�r

�F�u�t�u�r�e
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エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育

第
一
回 

持
続
可
能
な
社
会
を
目
指
す



自らが
価値判断するための
確かな認識の形成

連関

自ら学ぶ力を
身につける
学び方の形成

豊かな人間性と
社会変化への

優れた対応能力をもつ
人間の形成

人間形成

学び方形成 認識形成

感性を育てる

エネルギー
問題をつかむ、
予想する

問題について
調べる、話しあう

表現する、
発信する

エネルギー
保全へと
認識を高める

エネルギー
問題の

存在に気づく

自らの
価値判断を
促す

自分と他者の
考えの異同を
認められる
ようにする

エネルギーの
有用性、有限性、
有害性

について学ぶ

Step 1 Step 1

Step 2

Step 3

Step

2

Step 3

エネルギー
環境教育を
支える
3つの観点

常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
山
下
教
授
は
強
調

す
る
。

　
教
師
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育
と
い
う
体

系
を
理
解
し
た
う
え
で
授
業
が
行
わ
れ
て
い

れ
ば
、
全
体
と
し
て
必
要
な
こ
と
が
カ
バ
ー

で
き
る
は
ず
。
現
状
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教

育
を
充
実
さ
せ
る
に
は
そ
う
い
う
方
法
で
実

践
す
る
の
が
最
も
現
実
的
だ
と
い
う
の
が
山

下
教
授
の
主
張
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
は
教
員
の
意
識
が
な
に
よ
り
も
重

要
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
教
員
が
自
ら

エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育
の
体
系
を
し
っ
か
り

把
握
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。し
た
が
っ

て
、
何
ら
か
の
支
援
・
体
制
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
。
例
と
し
て
は
、
免
許
更
新
に
付
随

す
る
研
修
や
、
各
教
育
委
員
会
が
指
定
す
る

研
修
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。
こ
れ
を
上

手
に
活
用
し
、
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
機
会

に
す
る
こ
と
が
第
一
歩
と
な
る
。

　
こ
う
し
た
学
校
と
い
う
場
で
の
取
り
組
み

が
、
一
般
の
関
心
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
た

だ
し
、
小
学
校
教
育
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教

育
を
ど
う
扱
っ
て
い
る
か
と
、
一
般
市
民
が

ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
か
な

り
対
応
し
て
い
る
も
の
の
、「
小
学
校
教
育
で

取
り
あ
げ
て
か
ら
一
般
に
浸
透
す
る
ま
で
約

20
〜
30
年
は
か
か
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
」
と
山
下
教
授
は
警
告
す
る
。

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
は
４
％
で
す
か
ら
、
本

来
な
ら
真
っ
先
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

問
題
の
は
ず
で
す
が
、
中
学
校
の
教
科
書
に

も
ほ
と
ん
ど
出
て
い
な
い
そ
う
で
す
。
次
世

代
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
で
き
る
だ

け
早
く
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題

で
す
」

　
確
か
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
問
題
に
関
す

る
認
識
の
浸
透
に
そ
れ
だ
け
長
い
時
間
が
か

か
る
と
す
れ
ば
、
悠
長
に
構
え
て
い
る
暇
は

な
い
。そ
の
た
め
に
は
、
学
校
・
教
師
・
一
般
、

そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
重

要
だ
と
山
下
教
授
は
考
え
て
い
る
。

「
生
き
る
力
」を
育
て
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育

　
前
節
で
は
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
特
に
教

え
る
教
員
側
の
能
力
充
実
の
必
要
性
を
確
認

し
た
。
で
は
肝
心
の
教
育
内
容
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

環
境
教
育
は
ど
の
よ
う
な
ゴ
ー

ル
を
目
指
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う

か
。

　
山
下
教
授
は
、
ま
ず
前
提
と

し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育
が

人
間
力
を
育
て
る
た
め
に
大
変

有
効
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
べ

き
だ
と
主
張
す
る
。
教
育
に
お

い
て
、
人
間
力
の
育
み
は
知
識
の

獲
得
と
い
う
こ
と
以
上
に
重
要

な
の
で
あ
る
。

　
２
０
１
１
年
度
か
ら
順
次
、
小
・
中
・
高

校
教
育
で
実
施
さ
れ
た
新
し
い
学
習
指
導
要

領
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
現
状
を
踏
ま
え
、

「
生
き
る
力
」
を
育
む
こ
と
を
理
念
に
、
知
識

や
技
能
の
修
得
と
と
も
に
思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
な
ど
の
育
成
が
重
視
さ
れ
た
。
エ
ネ

ル
ギ
ー
環
境
教
育
は
そ
の
方
向
性
に
即
し
て

い
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
目
標
達
成
の
た
め

に
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
環
境
を
テ
ー
マ
に
学
習
す

る
こ
と
は
と
て
も
有
効
な
の
だ
、
と
山
下
教

授
は
語
る
。

　
思
考
力
や
判
断
力
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば

多
様
な
問
題
が
あ
る
状
況
下
で
の
問
題
解
決

能
力
で
あ
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
問
題
を

学
習
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
ど
う
解
決
す
る

か
と
い
う
問
題
と
つ
な
が
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
科
学
的
判
断
も
あ
れ
ば
社
会
的
判
断
も

必
要
、
ま
ず
な
に
よ
り
現
状
認
識
が
重
要
と

な
る
。
つ
ま
り
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
、

学
際
的
総
合
的
な
課
題
（
＝
エ
ネ
ル
ギ
ー
環

境
問
題
）
へ
の
取
り
組
み
は
、
教
育
が
求
め

て
い
る
思
考
力
や
判
断
力
を
育
て
て
い
く
う

え
で
、
非
常
に
適
し
た
教
材
な
の
で
あ
る
。

　
山
下
教
授
に
よ
る
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境

教
育
の
狙
い
は
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
の
解
決

と
よ
り
良
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
あ
り
方
を

追
求
し
、
そ
こ
か
ら
循
環
型
社
会
、
持
続
可

能
な
社
会
を
実
現
す
る
人
間
の
形
成
」
に
あ

る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
学
習
に
際
し
て
次
に

挙
げ
る
３
つ
の
観
点
を
踏
ま
え
て
統
一
を
図

る
こ
と
が
重
要
だ
と
し
て
い
る
。

●
認
識
形
成
：
自
ら
が
価
値
判
断
す
る
た
め

の
確
か
な
認
識
の
形
成

●
学
び
方
形
成
：
自
ら
学
ぶ
力
を
身
に
つ
け

る
学
び
方
の
形
成

●
人
間
形
成
：
豊
か
な
人
間
性
と
社
会
変
化

へ
の
優
れ
た
対
応
能
力
を
も
つ
人
間
の
形
成

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
そ
の

応
用
例
だ
と
考
え
れ
ば
、「
認
識
形
成
」
は
、

「
存
在
」「
有
用
」「
有
限
」「
有
害
」「
保
全
」
の

５
つ
の
観
点
か
ら
物
事
を
認
識
す
る
こ
と

で
、
循
環
、
抑
制
、
共
生
の
視
点
か
ら
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
持
続
的
利
用
を
考
え
る
必
要
性
を

知
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。「
学
び
方
形

成
」
は
、
子
ど
も
の
発
達
に
応
じ
、「
エ
ネ
ル

ギ
ー
問
題
を
つ
か
む
、
予
想
す
る
」「
問
題
に

つ
い
て
調
べ
る
、
話
し
あ
う
」「
表
現
す
る
、

発
信
す
る
」
と
い
う
一
連
の
探
求
活
動
を
基

盤
に
、
特
に
課
題
を
つ
か
む
過
程
を
重
視
し

な
が
ら
多
様
な
学
習
方
法
を
経

験
さ
せ
る
こ
と
を
指
す
。

　
こ
の
２
つ
の
連
関
の
う
え
に

目
指
す
の
が
「
人
間
形
成
」
と

な
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
へ
の

取
り
組
み
を
き
っ
か
け
に
、
社

会
の
変
化
に
主
体
的
に
対
応
で

き
る
力
（
知
的
市
民
性
）
を
形

成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
の

た
め
に
は
社
会
観
、
自
然
観
の

基
礎
と
な
る
感
性
を
育
て
、
自
ら
価
値
判
断

を
し
、
積
極
的
に
自
己
表
現
で
き
る
「
生
き

る
力
」
の
礎
の
構
築
が
必
要
と
な
る
。

「
こ
う
い
う
視
点
に
立
つ
こ
と
で
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
環
境
教
育
は
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と

に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教

育
は
、
指
導
要
領
の
本
質
で
あ
る
、
生
き
る

力
の
育
み
に
迫
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
」

　
持
続
可
能
な
社
会
を
支
え
る
人
間
形
成
の

た
め
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育
の
充
実
が

期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
４
％
と
、
他
国
に
比

べ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
が
乏
し
い
日
本
に

と
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
は
常
に
大
き
な

課
題
で
あ
る
。
ま
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
は
地

球
温
暖
化
問
題
と
も
不
可
分
の
関
係
に
あ

る
。
さ
ら
に
、
２
０
１
１
年
３
月
11
日
に
発

生
し
た
東
日
本
大
震
災
と
そ
の
後
の
福
島
原

発
事
故
、
そ
れ
に
続
く
関
東
で
の
大
規
模
な

計
画
停
電
と
全
国
的
な
電
力
需

給
の
ひ
つ逼 

ぱ
く迫
に
よ
り
、
需
要
面
で

は
節
電
・
省
エ
ネ
が
強
く
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
、

制
度
面
で
は
電
力
の
自
由
化
論

議
が
い
っ
そ
う
活
発
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
生
活
者

が
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
か
に
選
択

す
る
か
」
と
い
う
意
思
決
定
を
迫

ら
れ
る
機
会
が
増
え
て
い
る
。

　
適
切
な
選
択
を
行
う
た
め
に
は
「
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
リ
テ
ラ
シ
ー
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
賢
く

使
う
た
め
の
基
礎
知
識
）」
を
身
に
つ
け
る
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
10
年
単
位
で
こ
の
状

況
が
大
き
く
変
わ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
次
世
代
教
育
と
し
て
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
環
境
教
育
が
重
要
な
テ
ー
マ
だ
と
い
う

こ
と
は
明
ら
か
だ
。

　
そ
こ
で
「
総
合
的
学
習
と
し
て
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
環
境
教
育
」
に
つ
い
て
研
究
し
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
環
境
教
育
を
推
進
す
る
京
都
教
育
大

学
の
山
下
宏
文
教
授
の
お
話
を
う
か
が
い
な

が
ら
、こ
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。

エ
ネ
ル
ギ
ー

環
境
教
育
の

現
状

　
現
在
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
エ
ネ
ル

ギ
ー
環
境
教
育
は
「
理
科
」
中
心
に
行
わ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
環
境
は

本
来
、
社
会
科
的
な
側
面
が
非
常
に
大
き
い

た
め
、
判
断
を
す
る
う
え
で
は
科
学
的
な
知

識
と
社
会
的
な
視
点
を
合
わ
せ
て
み
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
山
下
教
授
は
強

調
す
る
。

　
も
と
も
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育
に
非
常

に
熱
心
な
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
環

境
教
育
の
中
心
は
地
政
学
（
政
治
現
象
と
地

理
的
条
件
と
の
関
係
を
研
究
す
る
学
問
）
で

あ
り
、
中
心
と
な
る
の
は
地
理
・
歴
史
で
あ

る
。
小
・
中
学
校
で
は
日
本
と
同
じ
よ
う
に

理
科
が
中
心
で
、
発
電
実
験
な
ど
を
す
る
。

し
か
し
、
高
校
に
な
る
と
地
理
や
経
済
分
野

の
学
習
が
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
よ
う

に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
日
本
と
同
様
に
エ
ネ

ル
ギ
ー
自
給
率
が
低
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安

定
的
確
保
は
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
た
め
、

「
地
政
学
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
は
っ
き
り

さ
せ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
一
方
で
、
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育

も
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
今
回
、
新
学
習
指
導

要
領
で
の
大
き
な
改
善
点
と
し
て
、
理
科
の

な
か
に
「
実
社
会
、
実
生
活
と
の
関
連
を
重

視
す
る
内
容
を
充
実
す
る
」
と
い
う
方
針
が

盛
り
込
ま
れ
た
。エ
ネ
ル
ギ
ー
も
エ
ネ
ル
ギ
ー

保
存
の
法
則
な
ど
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、

実
社
会
・
実
生
活
と
の
関
連
と
い
う
こ
と
か

ら
学
習
し
よ
う
、
と
い
う
わ
け
だ
。

　
例
え
ば
中
学
理
科
の
改
善
基
本
方
針
で
は

「
科
学
技
術
と
人
間
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
環
境
な
ど
総
合
的
な
見

方
を
育
て
る
」「
持
続
可
能
な
社

会
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る

状
況
に
鑑
み
、
環
境
教
育
の
充

実
を
図
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
理
科
、
社
会
と

い
う
枠
を
超
え
た
学
際
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
に
目
が
向
け
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
教
員
教
育
か
ら

「
も
ち
ろ
ん
、
私
か
ら
見
れ
ば
今
の
教
育
課

程
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
観
点
か
ら
は
ま

だ
ま
だ
不
十
分
で
す
が
」

と
山
下
教
授
。
い
ま
一
度
フ
ラ
ン
ス
に
目
を

向
け
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
社
会
科
と
理
科

で
別
々
に
教
え
な
が
ら
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
環

境
教
育
の
全
体
を
教
員
が
し
っ
か
り
捉
え
て

い
る
と
こ
ろ
が
決
定
的
な
違
い
だ
、
と
の
こ

と
。
つ
ま
り
、
教
師
が
し
っ
か
り
と
理
解
し

て
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が

鍵
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
教
員
教
育
が
非
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電
気
の
し
く
み
を
知
ろ
う

　
私
た
ち
の
生
活
に
電
気
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
電
気
は
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
一
種
で
、
単
位
時
間
あ
た
り
の
電
気
の
仕
事
量
が
「
電
力
」

で
す
。「
電
力
」
を
決
め
る
の
が
、
電
子
が
流
れ
る
量
で
あ
る
「
電
流
」
と
、

電
子
を
流
そ
う
と
す
る
圧
力
で
あ
る「
電
圧
」で
す
。「
電
力（
Ｗ
）」は「
電

圧
（
Ｖ
）」
と
「
電
流
（
Ａ
）」
の
積
で
求
め
ら
れ
ま
す
。

「
電
力
（
Ｗ
）」
に
時
間
（
ｈ
）
を
か
け
れ
ば
、
電
気
が
実
際
に
行
っ
た
仕

事
量
で
あ
る
「
電
力
量
（
Wh
）」
と
な
り
ま
す
。
水
道
に
例
え
れ
ば
、
水
道

の
蛇
口
か
ら
出
る
水
の
勢
い
（
単
位
時
間
あ
た
り
に
流
れ
る
水
の
量
）
が

「
Ｗ
」
で
、
容
器
に
溜
ま
っ
た
水
の
総
量
が
「
Wh
」
で
す
。「
Ｗ
」
は
、
発
電

設
備
の
発
電
出
力
（
能
力
）
や
ピ
ー
ク
電
力
需
要
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
、

「
Wh
」
は
、
月
間
（
年
間
）
電
力
使
用
量
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

　
私
た
ち
が
日
常
生
活
で
使
っ
て
い
る
電
気
に
は
、「
直
流
（
Ｄ
Ｃ
：

D
irect Current

）」
と
「
交
流
（
Ａ
Ｃ
：A

lternating Current

）」が
あ

り
ま
す
。「
直
流
」
と
は
、
常
に
一
定
方
向
に
流
れ
る
電
流
の
こ
と
で
あ
り
、

２
０
１
１
年
３
月
11
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
に
伴
う

太
平
洋
沿
岸
の
原
子
力
発
電
所・火
力
発
電
所
の
停
止
に
よ
り
、

関
東
地
区
で
は
電
力
供
給
量
が
不
足
し
、計
画
停
電
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
翌
２
０
１
２
年
に
は
、新
し
い
安
全
基
準
の
策
定
の
た
め
に
、

原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
が
困
難
と
な
り
、関
西
地
区
を
中
心
に
全
国
的
に
電
力
需
給
が

ひ
つ逼 

ぱ
く迫

し
、

国
民
の
電
源
や
電
力
供
給
に
対
す
る
関
心
が
非
常
に
高
ま
り
ま
し
た
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
講
座
第
６
講
で
は
、ま
ず
、電
気
の
基
礎
知
識
を
学
び
、

電
力
供
給
シ
ス
テ
ム
の
現
状
と
今
後
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

電
気
を
作
り
届
け
る
し
く
み
を
知
る

下
田 
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第
六
講
　

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
講
座 

暮
ら
し
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

Supervised b
y Shim

o
da Yo

shiyuki, text b
y To

hm
a Kiyo

shi
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�Y�a�m�a�s�h�i�t�a�	�H�i�r�o�b�u�m�i

�T�o�h�m�a�	�K�i�y�o�s�h�i

実
践
へ
向
け
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　今回の取材を通じて次世代教育を浸透
させるためには学校、社会が密接に連携
すること、そして教師がキーパーソンに
なるべきだということが認識できたよう
に思う。
　ではそこで、企業は何を提供できるの
だろうか。例えばエネルギー事業者の知
見を活かした教員研修プログラムは、多
くの教師がエネルギー環境教育に取り組
むきっかけを提供する。教育の現場で活
用できる副読本は、学習をサポートする
ツールとして助けになる。そして子ども
から一般の方々までを広くターゲットと
する見学施設もまた、次世代教育を支援

山下 宏文
京都教育大学 教授
教育の現場から

当麻 潔
大阪ガス㈱
エネルギー・文化研究所
研究員

CELから

震災で停滞したエネルギー環境教育の再興を

教育現場のために企業ができること

�E�d�u�c�a�t�i�o�n
�f�o�r

�F�u�t�u�r�e
�G�e�n�e�r�a�t�i�o�n�s

　教員教育における研修システムなどの
活用は重要ですが、この意義は学校教育
に限られるものではありません。実は一
般へのエネルギー環境教育の最初の一歩
でもあるのです。ゴミの問題に学校で取
り組むと、子どもが家に帰って「お母さ
ん、ゴミは分別しなくちゃいけ
ないんだよ」と言ったりする。
そこから家庭に広まることもあ
ります。特に日本の場合は、学
校から地域へ、学校から社会へ
浸透していくという傾向は強い
ようにも思います。学校と社会
の両面からの意識の醸成が必要になるの
です。
　では、社会全体のエネルギー環境教育
への意識はどうなっているのでしょう
か。震災前まで、特に 1990 年代から
2000 年代の初めにかけては地球温暖化
の問題をきっかけに、持続可能な社会へ
の意識が高まっていました。教育の場で
もエネルギーの問題をきちんと扱わなけ

ればならないという意識が強くなってい
たのです。1990 年代後半からの社会と
学校の壁を取り除こうという動きもあ
り、企業や関係団体からは教員研修や副
読本の提供などもかなり積極的に行われ
ていました。近年は学習指導要領の改訂

もあり、エネルギー環境教育はか
なり注目されていたのです。
　それが原発事故をきっかけに大
きく停滞してしまった。企業から
のサポートには偏りがあるのでは
ないかという危惧が学校や保護者
側にもあるし、提供する企業側に

もあるからです。でも、教育で重要なの
は「こっちが正しい」と誘導することで
はなく、あくまで中立の立場を保つこと
です。エネルギーの選択を賢く適切に行
える、そういう国民を育てることが最終
的な目標なのです。それを理解したうえ
で、純粋に教育という観点から次世代を
育てるために協力していただければと思
います。

するツールとして役立つ。学校教育に対
して、我々企業が支援できる余地は想像
以上にあることをあらためて確認できた。
　電力需給をはじめとするエネルギー問
題、CO2 排出量増加に伴う地球温暖化問
題、中国からの PM2.5 や黄砂等による
大気汚染問題等、今後、エネルギー環境
問題への対応はますます重要となる。
CEL として引き続き、生活者が知って
おくべきエネルギーや環境の知識をわか
りやすく正確に、また、中立な立場で情
報提供していくとともに、次世代教育の
ために何ができるか、考えていきたい。
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私
た
ち
の
生
活
に
電
気
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
電
気
は
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
一
種
で
、
単
位
時
間
あ
た
り
の
電
気
の
仕
事
量
が
「
電
力
」

で
す
。「
電
力
」
を
決
め
る
の
が
、
電
子
が
流
れ
る
量
で
あ
る
「
電
流
」
と
、

電
子
を
流
そ
う
と
す
る
圧
力
で
あ
る「
電
圧
」で
す
。「
電
力（
Ｗ
）」は「
電

圧
（
Ｖ
）」
と
「
電
流
（
Ａ
）」
の
積
で
求
め
ら
れ
ま
す
。

「
電
力
（
Ｗ
）」
に
時
間
（
ｈ
）
を
か
け
れ
ば
、
電
気
が
実
際
に
行
っ
た
仕

事
量
で
あ
る
「
電
力
量
（
Wh
）」
と
な
り
ま
す
。
水
道
に
例
え
れ
ば
、
水
道

の
蛇
口
か
ら
出
る
水
の
勢
い
（
単
位
時
間
あ
た
り
に
流
れ
る
水
の
量
）
が

「
Ｗ
」
で
、
容
器
に
溜
ま
っ
た
水
の
総
量
が
「
Wh
」
で
す
。「
Ｗ
」
は
、
発
電

設
備
の
発
電
出
力
（
能
力
）
や
ピ
ー
ク
電
力
需
要
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
、

「
Wh
」
は
、
月
間
（
年
間
）
電
力
使
用
量
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

　
私
た
ち
が
日
常
生
活
で
使
っ
て
い
る
電
気
に
は
、「
直
流
（
Ｄ
Ｃ
：

D
irect Current

）」
と
「
交
流
（
Ａ
Ｃ
：A

lternating Current

）」が
あ

り
ま
す
。「
直
流
」
と
は
、
常
に
一
定
方
向
に
流
れ
る
電
流
の
こ
と
で
あ
り
、

乾
電
池
や
自
動
車
の
バ
ッ
テ
リ
ー
の
よ
う
に
、
プ
ラ
ス
極
か
ら
マ
イ
ナ
ス

極
に
移
動
し
ま
す
。「
交
流
」
と
は
、
電
流
の
流
れ
の
方
向
と
大
き
さ
（
電

圧
）
が
周
期
的
に
変
化
す
る
電
流
の
こ
と
で
、
家
庭
用
の
電
源
は
交
流
で

す
。
直
流
で
動
く
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
電
化
製
品
は
、
ア
ダ
プ
タ
ー
を
使
っ

て
、
交
流
か
ら
直
流
に
変
換
し
て
い
ま
す
。

「
交
流
」
は
、
電
流
（
電
圧
）
を
縦
軸
、
時
間
を
横
軸
で
表
す
と
、
グ
ラ

フ
が
サ
イ
ン
カ
ー
ブ
と
い
う
波
形
（
プ
ラ
ス
の
山
と
マ
イ
ナ
ス
の
山
を
ひ

と
つ
の
波
形
と
し
た
繰
り
返
し
波
形
）
を
描
き
ま
す
。
１
秒
間
に
繰
り
返

さ
れ
る
電
流
（
電
圧
）
の
変
化
の
回
数
を
「
周
波
数
（
㎐
：
ヘ
ル
ツ
）」

と
い
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
静
岡
県
の
富
士
川
か
ら
新
潟
県
の
い
と糸 

い魚 

が
わ川
あ

た
り
を
境
に
、
東
日
本
で
は
50
㎐
、
西
日
本
で
は
60
㎐
が
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。
２
つ
の
周
波
数
の
電
気
が
用
い
ら
れ
た
経
緯
は
、
初
め
て
発
電
機

を
輸
入
し
た
明
治
時
代
に
、
関
東
で
は
ド
イ
ツ
製
の
50
㎐
用
、
関
西
で
は

ア
メ
リ
カ
製
の
60
㎐
用
を
採
用
し
た
た
め
で
す
。
周
波
数
を
全
国
統
一
す

る
に
は
、
莫
大
な
費
用
と
時
間
が
か
か
る
た
め
、
現
在
で
も
そ
の
ま
ま
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
が
家
庭
で
使
っ
て
い
る

電
気
は
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
、
届

け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
電
気
は
、
遠
く
離
れ
た
発
電
所

で
作
ら
れ
、
高
い
電
圧
で
発
電
所
か
ら
送
り
出
さ
れ
、
送
電
線
↓
変
電
所

↓
配
電
線
↓
引
込
線
を
経
て
、
家
庭
に
届
け
ら
れ
て
い
ま
す
（Chart 1

）。

　
発
電
の
方
式
に
は
、「
火
力
発
電
」「
原
子
力
発
電
」
お
よ
び
「
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
（
水
力
発
電
を
含
む
）」
が
あ
り
ま
す
。

「
火
力
発
電
」
は
、
化
石
燃
料
を
燃
や
し
た
と
き
に
発
生
す
る
熱
エ
ネ
ル

ギ
ー
（
高
温
高
圧
の
水
蒸
気
）
で
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
を
回
し
て
電
気
を
起

こ
し
ま
す
。発
電
に
使
用
さ
れ
る
化
石
燃
料
と
し
て
は
、「
石
炭
」「
石
油
」

「
天
然
ガ
ス
（
Ｌ
Ｎ
Ｇ
：
液
化
天
然
ガ
ス
）」
が
あ
り
ま
す
。

「
原
子
力
発
電
」
は
、
原
子
炉
の
中
で
ウ
ラ
ン
を
核
分
裂
さ
せ
、
で
き
た

中
性
子
の
速
度
を
下
げ
て
核
分
裂
を
連
続
さ
せ
、
そ
の
と
き
発
生
す
る
熱

で
高
温
高
圧
の
蒸
気
を
作
り
、
タ
ー
ビ
ン
を
回
し
て
電
気
を
起
こ
し
ま
す
。

「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
」
は
、
化
石
燃
料
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源

の
う
ち
、
永
続
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

使
っ
て
行
う
発
電
で
す
。
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
は
、「
太
陽
光
」「
風

力
」「
太
陽
熱
」「
バ
イ
オ
マ
ス
」「
水
力
」「
地
熱
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

「
水
力
発
電
」
は
、
水
が
高
い
と
こ
ろ
か
ら
低
い
と
こ
ろ
に
流
れ
落
ち
る

力
を
利
用
し
て
水
車
を
回
し
、
水
車
と
直
結
し
た
発
電
機
で
電
気
を
起
こ

し
ま
す
。
河
川
の
流
れ
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
「
流
れ
込
み
式
」、
河
川

の
流
れ
を
せ
き
止
め
、
水
を
貯
め
る
調
整
池
を
利
用
し
た
「
調
整
池
式
」、

大
規
模
な
ダ
ム
に
大
量
の
水
を
貯
め
る
「
貯
水
池
式
」、
発
電
所
の
上
部

と
下
部
に
調
整
池
を
作
り
、
発
電
に
用
い
て
下
部
池
に
貯
ま
っ
た
水
を
需

要
の
少
な
い
夜
間
の
電
力
で
上
部
池
に
汲
み
上
げ
、
需
要
の
多
い
昼
間
に

再
度
発
電
を
行
う
「
揚
水
式
」
が
あ
り
ま
す
。
揚
水
式
発
電
は
、
昼
間
と

夜
間
の
需
要
の
凸
凹
を
な
ら
し
て
、
発
電
所
の
稼
働
率
を
向
上
さ
せ
る
た

め
の
蓄
電
池
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　
各
発
電
方
式
の
比
較
を
３
Ｅ（
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
環
境

性
：CO

2

排
出
量
、
経
済
性
）＋
Ｓ（
安
全
性
）の
観
点
か
ら
行
い
、T

able 1

に
ま
と
め
ま
し
た
。
ま
た
、
政
府
が
試
算
し
た
発
電
コ
ス
ト
も
参
考
に
記

載
し
ま
し
た
。

　
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
は
、

発
電
時
にCO

2

を
発
生
し
な
い
、

純
国
産
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
用
い
て
の

発
電
方
式
で
あ
り
、
燃
料
を
輸
入

す
る
必
要
が
な
く
、
持
続
可
能
性
の
観
点
か
ら
も
、
導
入
促
進
が
必
要
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
率
は
、
２
０
１
１
年

度
の
発
電
電
力
量
ベ
ー
ス
で
１
・
４
％
（「
エ
ネ
ル
ギ
ー
白
書
２
０
１
２
」）

で
あ
り
、一
方
、
ド
イ
ツ
は
15
・
４
％
、
イ
ギ
リ
ス
は
２
・
８
％
（
い
ず
れ

も
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｏ－
Ｅ
：
欧
州
送
電
会
社
協
会
に
よ
る
２
０
１
１
年
デ
ー

タ
）
と
な
っ
て
お
り
（
い
ず
れ
も
水
力
を
除
く
）、
海
外
と
比
較
し
て
も

極
め
て
低
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導

入
促
進
の
た
め
、
２
０
１
２
年
７
月
に
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
固
定

価
格
買
取
制
度
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
え
ば
、「
太
陽
光
発
電
」
や
「
風
力
発
電
」

を
イ
メ
ー
ジ
す
る
人
が
多
い
の
で
す
が
、
日
本
は
有
数
の
火
山
国
で
あ
る

た
め
「
地
熱
発
電
」
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
も
大
き
く
、
ま
た
、
建
築
廃
材
や

家
畜
の
排
泄
物
な
ど
の
廃
棄
物
系
か
ら
森
林
な
ど
の
木
質
系
ま
で
多
様
な

バ
イ
オ
マ
ス
を
活
用
し
た
「
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
」
も
有
用
な
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
発
電
で
す
。

電
力
供
給
シ
ス
テ
ム
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発電コスト（円/kWh）方式 メリット デメリット

原子力

石炭

石油

太陽光

水力

風力

地熱

バイオマス

¥8.9～

¥10.3～10.6

¥25.1～28.0

¥10.9～11.4

¥9.9～20.0

¥19.1～22.0

¥8.8～17.3

¥9.2～11.6

¥17.4～32.2

（住宅用）

（利用率50％）

※1：メリット、デメリットは、CELでの整理　※2：発電コストは、エネルギー・環境会議「コスト等検証委員会報告書（2011年12月19日）」より

化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

さまざまな発電方式とそのメリット、デメリット
発電方式の比較表

●発電時CO2を排出しない
●ウラン資源が広く分布し、
　供給安定性は高い

●社会的受容性に問題
●放射性廃棄物の処理処分方法が
　確立していない

Nuclear

Table 1

●資源量が広くまた多くあり、
　供給安定性は高い
●他の化石燃料と比較して、
　低価格で安定している

●化石燃料のなかでCO2の排出が最も多い
　（CO2排出量：石炭＞石油＞天然ガス）

Coal

●需要変化への対応に優れている
●燃料貯蔵が容易である

●CO2の排出が多い
●中東への依存度が高く、
　供給安定性に懸念がある
●燃料価格が高い

Petroleum

●高効率で需要変化への対応に優れる
●燃料の調達先が分散しており、
　長期契約が中心であるため、
　比較的供給安定性は高い

●CO2を排出する
 （化石燃料のなかでは最も少ない）
●燃料および輸送費が高い
●インフラ整備が必要

Natural Gas

●発電時CO2を排出しない
●資源の制約がない
●戸建住宅に容易に設置可能

●天候や時間帯により
　出力が変動し、発電が不安定

（小水力）

Solar

●発電時CO2を排出しない
●需要変化への対応に
　用いられる（揚水発電）

●大規模な新規開発が困難
●渇水時に発電が困難

（陸上）

（木質専焼）

Water

●発電時CO2を排出しない
●資源の制約がない

●風況により出力が変化し、
　発電が不安定
●電線、景観や低周波騒音の
　問題等立地場所が限定される

Wind

●天候に左右されず、
　供給安定性に優れる
●世界有数の火山国であり、
　ポテンシャルは大きい

●適応地の多くが国立公園内にあり、
　また、温泉泉源の枯渇懸念が
　温泉組合にあり、建設に制約

Geothermal

●過去数十年の大気のCO2を
　生物が光合成したものであり、
　トータルでCO2フリー
●安定した出力が得られる

●資源回収システムが未整備

Biomass

1
多
様
な
発
電
方
式

2
期
待
さ
れ
る

再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
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Electric Power Supply System

電線に電気を通す際に、電
気抵抗によって電気エネル
ギーの一部が熱となって空
中に放散されることを送電
ロスという。発電所から需
要家までの距離は長いので、
送電ロスを少なくするため
に、発電所からはいったん
電圧を高くして送電され、
何カ所かの変電所を経て電
圧を下げながら需要家に届
けられる、という工夫がな
されている。

天然ガス
（LNG）



化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
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Electric Power Supply System発電された電力が家庭に届くまで

電線に電気を通す際に、電
気抵抗によって電気エネル
ギーの一部が熱となって空
中に放散されることを送電
ロスという。発電所から需
要家までの距離は長いので、
送電ロスを少なくするため
に、発電所からはいったん
電圧を高くして送電され、
何カ所かの変電所を経て電
圧を下げながら需要家に届
けられる、という工夫がな
されている。

大規模発電所で作られた電気は、
さまざまな送配電設備を経て需要家に届けられる。

こうした供給システムは
大規模集中型と呼ばれる

発電 おもな発電の方式には、
水力、火力、

原子力発電がある
送電 電気は、供給時の

電圧が高い順に、
各需要家へと届けられる

特別高圧 低圧高圧

水力発電所

発電所を出て、末端の配電
用変電所までの過程を「送
電」、配電用変電所から需
要家までの過程を「配電」
という。超高圧変電所から、
配電用変電所、最後は柱上
変圧器（いわゆる電信柱）
まで、徐々に供給される電
圧が下がっていく。

送電ネットワーク
Power Grid

火力、原子力、水力による
発電量の合計が総発電量の
ほぼ95％以上を占めるた
め、これらは「三大発電」
と総称されている。太陽光、
地熱、風力などの再生可能
エネルギーによる発電は、
2011 年度段階で、まだ総
発電量の1.4％しかない。

三大発電
The Three Major Power Systems

超高圧変電所

154,000V 66,000V 6,600V22,000V

配電用変電所中間変電所一次変電所
柱上変圧器

154,000V～66,000V 22,000V 6,600V 200V

154,000V～66,000V 22,000V 6,600V 100V/200V

Plant Factory

Buliding

Workshop

House

House

Plant

Railway

Buliding

Apartment

Apartment

100V/200V

100V/200V

100V/2
00V

大工場

小工場

集合住宅

住宅

中工場

大工場

住宅

集合住宅

ビルディング

ビルディング

鉄道変電所

275,000V

275,000V

275,000V

原子力発電所

火力発電所

水力発電所

石油LNG
石炭

ウラン

燃料

燃料

日本の電力供給システムChart 1
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地
球
温
暖
化
対
策
と
し
て
も
有
効
で
あ
り
、
今
後
の
導
入
促
進
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

　
わ
が
国
の
電
源
構
成
を
見
て
み

ま
す
と
、
１
９
６
３
年
度
に
火
力

発
電
の
出
力
が
水
力
発
電
を
上
回

り
、
そ
の
後
、
石
炭
火
力
か
ら
石

油
火
力
へ
の
転
換
が
行
わ
れ
、
大
容
量
・
高
効
率
の
石
油
火
力
発
電
が
増

加
し
ま
し
た
。
１
９
７
３
年
度
の
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
契
機
に
、

原
子
力
、Ｌ
Ｎ
Ｇ
が
石
油
代
替
電
源
と
し
て
積
極
的
に
開
発
さ
れ
、
電
源

の
多
様
化
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
わ
が
国
の
電
源
構
成
は
、

他
国
と
比
較
し
て
、
原
子
力
、
化
石
燃
料
（
石
炭
、
石
油
、Ｌ
Ｎ
Ｇ
）、
水

力
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
構
成
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
一
日
の
電
源
構
成
は
、
運
転
特
性
、
経
済
性
等
を
考
え
て
、
多
様
な
電

源
を
組
み
合
わ
せ
、
各
電
源
を
、「
ピ
ー
ク
」「
ミ
ド
ル
」「
ベ
ー
ス
」
の
供

給
力
に
振
り
分
け
て
い
ま
す
。

　
３
・
11
の
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
東
京
電
力
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電

所
の
事
故
以
降
、
原
子
力
発
電
所
の
停
止
が
相
次
ぎ
、
２
０
１
１
年
度
は
、

Ｌ
Ｎ
Ｇ
火
力
発
電
の
構
成
比
が
40
％
と
最
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。Ｌ
Ｎ

Ｇ
火
力
発
電
は
、
近
年
コ
ン
バ
イ
ン
ド
サ
イ
ク
ル
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
の
排

熱
を
利
用
し
て
さ
ら
に
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
を
回
し
て
発
電
す
る
方
式
）
で
、

50
％
以
上
の
発
電
効
率
を
実
現
し
て
お
り
、
今
後
の
火
力
発
電
の
主
流
に

な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
発
電
所
で
作
ら
れ
た
電
気
は
、

需
要
家
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
電
力
設

備
を
経
て
届
け
ら
れ
ま
す
。
電
線

に
電
気
を
通
す
と
、
電
気
抵
抗
に

よ
り
、
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
一
部
が
熱
と
な
っ
て
空
中
に
放
散
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
を
送
電
ロ
ス
と
い
い
ま
す
。
通
常
、
発
電
所
か
ら
需
要
家
ま
で
の
距

離
が
長
い
た
め
、
発
電
所
か
ら
電
気
を
高
い
電
圧
で
送
電
す
る
こ
と
で
、

少
な
い
電
流
で
も
送
電
ロ
ス
を
少
な
く
送
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
一
般
的
に
は
、
27
万
５
０
０
０
〜
50
万
Ｖ
と
非
常
に
高
い
電

圧
で
送
電
さ
れ
ま
す
。
送
電
ロ
ス
は
、「
直
流
送
電
」
の
方
が
少
な
い
の

で
す
が
、
電
圧
を
変
え
る
こ
と
が
難
し
く
、
変
圧
器
で
簡
単
に
電
圧
を
変

え
ら
れ
る
「
交
流
送
電
」
が
主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
発
電
所
か
ら
「
送
電
線
」
を
通
じ
て
高
圧
で
送
ら
れ
た
電
気
は
、
何
カ

所
か
の
変
電
所
を
経
て
、
電
圧
が
下
げ
ら
れ
、
配
電
用
変
電
所
で
一
般
家

庭
に
電
気
を
供
給
す
る
た
め
６
６
０
０
Ｖ
ま
で
下
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
か

ら
、「
配
電
線
」
を
通
じ
て
、
電
柱
に
設
置
さ
れ
て
い
る
「
柱
上
変
圧
器
」

で
１
０
０
Ｖ
ま
た
は
２
０
０
Ｖ
に
ま
で
下
げ
ら
れ
、
一
般
家
庭
に
届
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

電
気
の
需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス

　
電
気
は
貯
蔵
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
安
定
し
た
電
気
を
供
給
す

る
た
め
に
は
、
変
動
す
る
需
要
（
消
費
量
）
に
対
し
て
、
供
給
（
発
電
量
）

を
時
々
刻
々
と
一
致
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
同
時
同
量
」

と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
と
、
周
波
数
や
電
圧
等
、
電

気
の
品
質
に
影
響
し
ま
す
。
需
要
に
対
し
て
供
給
が
多
い
と
、
周
波
数
が

上
昇
し
、
少
な
い
と
下
降
し
ま
す
。
３
・
11
の
東
日
本
大
震
災
直
後
、
東

京
電
力
は
管
内
で
計
画
停
電
を
実
施
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
原
子
力
発
電

所
お
よ
び
火
力
発
電
所
が
停
止
し
、
需
要
に
対
応
す
る
だ
け
の
電
力
供
給

量
が
確
保
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
す
。
通
常
、
故
障
に
よ
る
停
止
や
景
気

の
変
化
、
猛
暑
に
備
え
て
、
夏
季
の
ピ
ー
ク
需
要
に
対
し
て
８
〜
10
％
程

度
余
裕
を
持
っ
て
供
給
を
準
備
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
電
力
会
社
は
、
周
波
数
の
偏
差
が
０
・
１
〜
０
・
３
㎐
以
下
に
な
る
よ

う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。
電
気
の
使
用
状
況
は
、
一
日
の
な
か

で
も
朝
、
昼
、
夜
で
大
き
く
変
化
し
、
季
節
に
よ
っ
て
も
異
な
り
ま
す

（Chart 2
）。
常
に
、
電
気
の
使
用
状
況
に
合
わ
せ
て
発
電
所
の
発
電
量

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
り
、
各
電
力
会
社
の
「
中
央
給
電
指
令

所
」
が
発
電
所
に
指
令
を
出
し
調
整
し
て
い
ま
す
。

　
同
時
同
量
を
行
う
た
め
、
３
・
11
東
日
本
大
震
災
時
の
よ
う
に
発
電
所

が
停
止
し
た
場
合
も
想
定
し
、
異
な
る
周
波
数
間
も
含
め
た
、
全
国
規
模

の
融
通
に
よ
る
、
電
力
安
定
供
給
体
制
の
強
化
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
規
模
集
中
型
か
ら
分
散
型
へ

　
従
来
型
の
、
需
要
家
か
ら
遠
い
沿
岸
部
に
建
設
さ
れ
た
大
規
模
発
電
所

か
ら
送
配
電
線
を
経
て
需
要
家
に
電
気
を
届
け
る
「
大
規
模
集
中
型
電

源
」
に
対
し
て
、
需
要
家
近
辺
に
分
散
し
て
設
置
し
た
太
陽
光
発
電
、
燃

料
電
池
、
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
等
の
電
源
を
「
分
散
型
電
源
」
と
い

い
ま
す
。
３
・
11
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
停
止
に
よ
る

計
画
停
電
や
、
全
国
的
な
電
力
需
給
の
逼
迫
か
ら
、
こ
の
分
散
型
電
源
の

重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
分
散
型
電
源
は
、
防
災
対
応
等
の
緊
急
時
に
既
存
の
電
力
会
社
の
電
力

に
依
存
し
な
い
自
立
型
と
し
て
の
活
用
の
可
能
性
が
あ
り
、
需
要
地
と
近

接
し
て
設
置
す
る
た
め
送
電
時
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
損
失
を
低
減
で
き
る
利
点

が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
燃
料
電
池
や
ガ
ス
エ
ン
ジ
ン
等
の
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
る
排
熱
を
近
接
し
た
需
要
地
で
有
効
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
総
合
効
率
が
高
ま
り
ま
す
。

　
一
方
、
出
力
が
不
安
定
な
太
陽
光
発
電
や
風
力
発
電
等
が
大
量
に
電
力

系
統
に
接
続
さ
れ
た
場
合
、
周
波
数
の
乱
れ
や
余
剰
電
力
の
発
生
、
配
電

網
の
特
定
地
点
で
の
電
圧
上
昇
等
の
問
題
が
生
じ
る
懸
念
も
あ
り
ま
す
。

　
今
後
、
大
規
模
集
中
型
と
分
散
型
の
連
携
に
よ
る
、
電
力
の
安
定
供
給

の
た
め
の
技
術
開
発
や
仕
組
み
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
電
力
シ
ス
テ
ム

　
分
散
型
電
源
と
大
規
模
集
中
型
電
源
と
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
、
電
力

Lectures on Energy Number 06それぞれの電源には、コス
ト構造に特徴がある。24
時間、需要に応じた量を安
定供給し、かつ発電コスト
全体が最も安価になるよう
に、各電源を組み合わせて
運転パターンを決定して
いる。

揚水用電力

石油

ガス（LNG）

石炭

原子力

流れ込み式水力・地熱

揚水式発電

調整池式・
貯水池式水力

需要

オフピーク時間帯 中間時間帯 ピーク時間帯 中間時間帯

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24h

時間帯別 電源のベストミックスChart 2

24時間供給量をコントロールする工夫 3
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た

電
源
構
成

4
電
気
は

送
配
電
線
を
通
じ
て

家
庭
ま
で
届
き
ま
す
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火力発電所の稼働率を
向上させるため、夜間に焚き増し、
水力発電の揚水発電にあて、

昼のピーク時や
緊急用として使う

３.11東日本大震災前のイメージ図



耕
す

人
々

最
終
回

“Peo
p
le w

h
o
 cu

ltivate” N
u
m
b
er 0

8

農
業
で
第
二
の
人
生
を「
至
福
の
時
」に 写

真
・
文  

太
田 

順
一

和
歌
山
県

ひ日 

だ
か高 

が
わ川 

ち
よ
う町

は
、
温
暖
で
風
光
明
媚
な
山
あ
い
の
里
。

県
の
ほ
ぼ
真
ん
中
に
位
置
し
、
大
阪
か
ら
だ
と
車
で
２
時
間
の
距
離
だ
。

あ
ん安 

ち
ん珍 

き
よ清 

ひ
め姫

の
物
語
で
有
名
な

ど
う道 

じ
よ
う成 

じ寺
が
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、

近
年
は
田
舎
暮
ら
し
に
憧
れ
る
都
市
住
民
に
と
っ
て
絶
好
の
移
住
地
と
し
て
注
目
を
浴
び
る
。

そ
の
高
い
人
気
は
、
受
け
入
れ
の
窓
口
と
な
っ
て
移
住
者
を
手
厚
く
サ
ポ
ー
ト
し
て
き
た

「
ゆ
め
倶
楽
部
21
」
の
功
績
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

今
ま
で
に
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
し
て
き
た
人
は
２
０
０
人
に
も
の
ぼ
る
。

瀧川泰彦さん、75歳。大阪から移住。
米づくり塾・塾長。

「都会ではネオン街で1時2時の生活でしたが、
ここではウグイスの声で毎朝起こされてます」

Takigawa Yasuhiko
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電
気
事
業
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
以
降
、
大
き
な
岐
路
に

立
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
電
力
供
給
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
き
た
原
子
力
発
電
の
安
全
性
へ
の
懸
念
か
ら
、
安
全
審
査
を
中
心
に
、

そ
の
位
置
づ
け
の
見
直
し
も
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
ほ
と

ん
ど
の
原
子
力
発
電
所
の
停
止
が
続
い
て
い
る
こ
と
で
夏
場
・
冬
場
の
節

電
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
電
力
会
社
の
化

石
燃
料
の
購
入
費
用
が
増
加
し
、
東
京
電
力
、
関
西
電
力
お

よ
び
九
州
電
力
の
電
気
料
金
値
上
げ
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
東

北
電
力
、
四
国
電
力
そ
し
て
北
海
道
電
力
で
も
同
様
に
値
上

げ
が
行
わ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
２
０
１
２
年

７
月
か
ら
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
の
固
定
価
格
買
取
制
度
が
開
始
さ

れ
、
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
な
ど
の
太
陽
光
発
電
の
設
置
が
進
ん
で
い
ま
す
。
さ

ら
に
こ
れ
ま
で
大
口
需
要
家
を
中
心
に
自
由
化
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た

が
、
今
回
は
よ
り
一
歩
踏
み
込
ん
で
電
力
会
社
の
送
配
電
部
門
の
法
的
分

離
と
全
面
自
由
化
（
家
庭
も
電
力
会
社
を
自
由
に
選
択
す
る
制
度
で
、
２

０
１
６
年
度
か
ら
開
始
予
定
）
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ス
マ
ー
ト
グ
リ
ッ
ド
や
分
散
型
電
源
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
サ
ー

ビ
ス
な
ど
、
新
し
い
動
き
も
見
ら
れ
ま
す
。今
後
は
皆
さ
ん
の
、

電
力
会
社
や
さ
ま
ざ
ま
な
関
連
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
よ
り
、

電
気
事
業
の
新
し
い
姿
が
決
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

を
効
率
よ
く
（
賢
く
）
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
「
ス
マ
ー

ト
グ
リ
ッ
ド
」
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
太
陽
光
発
電
や
風
力

発
電
等
、
出
力
が
自
然
条
件
に
左
右
さ
れ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
大

量
に
導
入
し
つ
つ
、
安
定
的
な
電
力
供
給
を
確
保
す
る
た
め
、
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
電
源
や
大
容
量
蓄
電
池
等
の
電
力
系
統
側
の
対
策
だ
け
で
は
な
く
、

情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
を
用
い
て
需
要
側
で
の
対
策
も
講
じ
、
効
率

的
に
需
給
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
、
電
力
の
安
定
供
給
を
実
現
す
る
電
力
送
配

電
網
の
こ
と
で
す
。

　
さ
ら
に
電
力
に
加
え
て
、
熱
も
併
せ
た
ト
ー
タ
ル
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
Ｉ

Ｃ
Ｔ
を
用
い
て
制
御
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
「
ス
マ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
い
ま
す
。
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
合
わ
せ
て

コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
地
域
全
体
で
制
御
し
て
、
発
電
の
際
に
発
生

す
る
排
熱
を
電
力
と
共
に
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
で
活
用
・
最
適
化
す
る

も
の
で
す
。
ま
た
、
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
運
用
に
よ
り
、
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
出
力
変
動
を
平
滑
化
す
る
効
果
も
期
待
で
き
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
電
力
と
熱
に
加
え
て
、
地
域
の
交
通
シ
ス
テ
ム
や
水
、
市
民

の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
革
ま
で
も
幅
広
く
含
む
エ
リ
ア
単
位
の
次
世
代

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
社
会
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を「
ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
い
い
ま
す
。
今
後
の
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
社
会

シ
ス
テ
ム
と
し
て
期
待
さ
れ
て
お
り
、
京
阪
奈
、
北
九
州
、
横
浜
、
名
古

屋
等
で
実
証
試
験
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー・リ
テ
ラ
シ
ー
向
上
の
た
め
に

　
電
気
は
私
た
ち
の
生
活
に
は
不
可
欠
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
。
電
力
を
は

じ
め
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
選
択
に
は
、
供
給
安
定
性
、
環
境
性
、
経
済

性
、
持
続
可
能
性
等
を
考
慮
し
た
合
理
的
な
判
断
が
必
要
で
す
。
そ
の
た

め
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
リ
テ
ラ
シ
ー
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
賢
く
使
う
た
め
の

基
礎
知
識
）
を
身
に
つ
け
る
こ
と
と
、
継
続
的
な
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
が

重
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
講
座
が
読
者
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
に
貢
献
で
き
る
も
の
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

小
笠
原 

潤
一

㈶
日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
研
究
所

電
力・石
炭
ユニッ
ト

電
力
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

研
究
主
幹

Colum
n

岐
路
に
立
つ
電
気
事
業

Ogasawara Jyunichi
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耕
す

人
々

“Peo
p
le w

h
o
 cu

ltivate”

Hosoki Takao

細木貴夫さん、64歳。大阪から移住。
古民家レストランの「まる貴（たか）」は、

築130年の家をひとりでこつこつと改修してできた。
「趣味というのか、はまってしまったんですな」
ジビエ（猪、鹿などの野生鳥獣肉）料理が専門で、

完全予約制。
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耕
す

人
々

“Peo
p
le w

h
o
 cu

ltivate”

Ohta Junichi

木島賢一さん、44歳。神奈川から移住。
いちご園で研修中。起業したくて外資系会社を辞めた。
「みかん・梅の和歌山で、いちごをブランド化したいです」

この夏、独立する。

Kijima Kenichi

壽崎泰博さん、48歳。大阪から移住。
法学部卒の元システムエンジニア。

「木を切り倒すのは職人的な技が必要で、
そこが難しくて。でも面白いですよ」

Suzaki Yasuhiro

日高川町。面積の9割が森林。
1991年、過疎化による休耕田を宅地に転用し、

菜園付き住宅を格安で販売した。
これが人気移住地となるきっかけ。

各務耐子さん、76歳。
大阪から移住し、農家民泊を営む。

「台湾から高校生も来て、別れるとき私を、
お母さん！って呼んで大泣きする。
たった1泊で情が移るのね」

Kagami Taeko

山本敏冶さん、62歳。
大阪の大手電機会社を定年退職。

「農業のいいところは、雨の日でも雪の日でも
何か仕事があること。毎日、生きがいを感じます」

Yamamoto Toshiharu

安大孝夫さん、52歳。豊子さん、51歳。
大阪から20年前に移住し、パン工房の「こむぎっ子」を営む。

「24時間、笑顔でいようねといい合ってます」
両親のその楽しそうな仕事ぶりを見てだろう、こちらに来てから
生まれた男の子が、自分もパン屋をしたいといい出した。

日高川。町の真ん中を流れる。
自然体験、田舎暮らし体験の観光プログラムが

60種類も用意されていて、
毎年2000人を超える人が訪れる。

Andai Takao & Toyoko

「
ゆ
め
倶
楽
部
21
」
は
、
都
会
か
ら
人
を

も
っ
と
呼
び
込
ん
で
山
里
を
活
性
化
さ
せ

よ
う
と
、
日
高
川
町
の
旧
住
民
だ
け
で
な

く
移
住
し
て
き
た
新
住
民
、
そ
れ
に
行
政

な
ど
も
加
わ
っ
て
２
０
０
２
年
に
発
足
し

た
。
田
舎
暮
ら
し
の
セ
ミ
ナ
ー
や
体
験
ツ

ア
ー
を
催
し
て
移
住
の
相
談
に
の
り
、
短

期
滞
在
の
世
話
を
し
た
り
、
定
住
の
た
め

の
空
き
家
の
紹
介
も
す
る
。

　
倶
楽
部
の
創
設
時
か
ら
の
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
瀧
川
泰
彦
さ
ん（
75
）は
、
移
住
者

組
の
ひ
と
り
だ
。
大
阪
の
大
手
化
学
会
社

の
部
長
を
し
て
い
た
が
、
田
舎
で
の
ん
び

り
過
ご
し
た
い
と
思
い
、
１
９
９
９
年
、

定
年
を
機
に
Ｉ
タ
ー
ン
し
て
き
た
。

　
農
業
を
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
新

築
し
た
家
の
前
に
は
釣
り
を
す
る
の
に
最

適
の
川
が
流
れ
、
近
く
に
は
温
泉
、
ゴ
ル

フ
場
ま
で
あ
る
。
三
拍
子
そ
ろ
っ
た
理
想

郷
に
来
た
わ
け
で
、「
こ
り
ゃ
あ
、
毎
日
、

楽
し
め
る
ぞ
」
と
ゴ
ル
フ
場
の
会
員
権
も

買
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
。
隣
の
大
き
な
家

に
住
む
地
主
が
急
死
し
て
、
奥
さ
ん
か
ら

「
主
人
に
代
わ
っ
て
田
ん
ぼ
を
や
っ
て
も

ら
え
ま
せ
ん
か
」
と
哀
願
さ
れ
た
。
他
の

移
住
者
と
も
相
談
し
て
３
人
で
引
き
受
け

る
こ
と
に
し
た
。
農
業
経
験
ゼ
ロ
の
ド
素

人
だ
が
、
３
人
で
な
ら
何
と
か
な
り
そ
う

な
気
が
し
た
の
だ
。

「
ゴ
ル
フ
の
ク
ラ
ブ
を
く
わ鍬
に
持
ち
替
え
た

ん
で
す
な
。
同
じ
た
ま球
を
た
た
く
の
な
ら
、

地
球
の
ほ
う
を
た
た
こ
う
か
と
思
っ
て
。

ア
ハ
ハ
」

　
悪
戦
苦
闘
、
そ
し
て
失
敗
の
連
続
。

が
、
持
ち
前
の
研
究
熱
心
さ
を
フ
ル
に
発

揮
し
て
、
見
事
、
３
反
の
田
ん
ぼ
に
黄
金

の
実
り
を
も
た
ら
し
た
。

「
至
福
の
時
と
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
い

う
の
か
、
と
感
激
し
ま
し
た
わ
」

　
こ
の
感
動
を
も
っ
と
多
く
の
人
と
分
か

ち
合
い
た
い
と
、
２
０
０
３
年
、
都
市
住

民
を
対
象
に
「
米
づ
く
り
塾
」
を
倶
楽
部

の
な
か
に
立
ち
上
げ
た
。
今
ま
で
に
70
人

の
塾
生
を
送
り
出
し
、
う
ち
31
人
が
日

高
川
町
な
ど
の
農
村
に
移
住
を
果
た
し

て
い
る
。

　
今
や
プ
ロ
の
農
業
人
と
な
り
、
自
身
の

ブ
ラ
ン
ド
米
「
あ
や
め
し
ぐ
れ
」
は
す
ぐ

売
り
切
れ
る
ほ
ど
人
気
を
呼
ん
で
い
る
瀧

川
さ
ん
だ
が
、
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
和

歌
山
大
学
の
大
学
院
に
入
学
し
た
。

「
塾
長
と
し
て
人
に
教
え
て
る
け
ど
、
知

識
が
な
い
と
も
の
も
言
え
ま
せ
ん
し
ね
。

ア
ハ
ハ
」

　
農
業
の
経
済
と
歴
史
を
学
び
、「
米
づ
く

り
塾
」
を
事
例
研
究
に
し
て
修
士
論
文
を

書
き
上
げ
、
今
春
、
最
短
の
２
年
で
卒
業

し
た
。
受
講
し
た
14
科
目
は
オ
ー
ル
Ａ
で

あ
る
。
―
―
新
天
地
で
送
る
第
二
の
人
生

は
、
今
、た
わ
わ
な
実
り
で
輝
い
て
い
る
。

　
連
載
も
こ
れ
が
最
終
回
。
振
り
返
れ
ば
、
取

材
で
会
っ
て
き
た
の
は
前
向
き
な
人
ば
か
り
だ
。

〈
農
業
で
食
べ
て
い
き
た
い
〉
と
ひ
と
り
で
種
ま

き
を
す
る
女
性
、〈
楽
し
く
農
業
を
や
ろ
う
〉
と

感
性
豊
か
に
有
機
農
法
に
取
り
組
む
若
者
た
ち
、

〈
農
家
も
営
業
を
し
な
い
と
〉
と
消
費
者
と
の
コ

ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
に
努
力
す
る
農
家
組
合
…
…
。

ま
さ
に
硬
い
地
面
を
「
耕
す
人
々
」
だ
。
農
業

の
現
状
に
つ
い
て
は
悲
観
的
な
ニュ
ー
ス
が
多
い
。

し
か
し
私
は
「
耕
す
人
々
」
と
出
会
って
、
農
業

の
今
後
に
む
し
ろ
期
待
感
を
も
っ
た
。

あ
と
が
き

「ゆめ倶楽部21」
71 CEL July 2013

おおた・じゅんいち／1950年、奈良県生まれ。早稲田大学政治経済学部中退、大阪写真専門学校（現・ビジ
ュアルアーツ専門学校 大阪）卒業。第12回写真の会賞、日本写真協会賞第1回作家賞、第34回伊奈信男
賞受賞。おもな写真集は『大阪ウチナーンチュ』『群衆のまち』『父の日記』（以上、ブレーンセンター）『ハンセン
病療養所 百年の居場所』（解放出版社）など。著書に『ぼくは写真家になる！』（岩波書店）。

「ゆめ倶楽部21」は農家民泊など
体験型観光にも取り組む。
事務局は日高川町役場まちみらい課内。
TEL／0738-54-0338



　昔、上司によく連れて行ってもらったバーの名は
deuxième clé（ドゥージエーム・クレ）と言いました。
フランス語で「二つ目の鍵」という意味ですが、まさ
にアサダさんの言う家と職場の中間にある「サードプ
レイス」へ入る鍵だったわけです。
　本号の特集は「余暇から本暇へ」。言うまでもなく“本
暇”は造語ですが、「余暇」は決して仕事などの義務的・
公的な時間を引いた後の「余った時間」ではなく、そ
れ自身、固有の役割と価値を持ったもうひとつの「本
来の」時間であるべきではないかという仮説から企画
が始まりました。
　仕事とプライベートな生活をどのように調和させる
かについては、近年、「ワーク・ライフバランス」の
問題としてよく取り上げられます。そこではワークと
ライフを対立的に扱い、放っておくと肥大化し、か弱
いプライベートな生活時間を

さん

蚕 
しよく

食 しがちな（いわば
悪者の）ワークをいかに制御するか、という文脈で語
られることが多いのですが、考えてみればワークもラ
イフの一部であり、「バランスを取る」類のものでは
ないはずです。
　人が自身の人生を振り返ったとき、まず思い浮かぶ
のが日々の家庭生活より仕事で取り組んだこと、達成
したことであるというのは決して珍しくないでしょう。
両者は決して対立概念ではなく、それぞれをそれぞれ
のものとして充実させるべきであり、そのための努力
が必要なのではないでしょうか。
　仕事時間をON、余暇時間をOFF とする表現が日
本でも広まりつつありますが、OFFについては1日・
1 週間単位での ON-OFF サイクル以外に、長期休暇
というOFFや、定年・子離れ後の長いOFFもあります。
これらをイメージすれば、OFFは決して停止・消灯
ではなく、「ONとは別のスイッチが入る」ことと考
えるのは容易でしょう。OFFすなわちもうひとつの
ONの時間をいかに充実させるかを真剣に考え、具体
的行動に移すことで、ワークも含めたライフ全体の質
を向上させることができるのではないでしょうか。
　遊ぶように（クリエイティブに）仕事をし、仕事を
するように（まじめに）遊ぶことができたら素敵では
ありませんか。
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CELからのメッセージ

On & On

木全 吉彦
大阪ガス㈱
エネルギー・
文化研究所 所長

　情報誌 CEL は 104 号より、
編集体制を一新し再リニュー
アルをいたしました。各号ご
とにテーマを設定する「特
集」と CEL 所員の研究報告
である「CEL OUTPUT」を
中心に誌面を構成する方針は
維持しつつ、特集の取り上げ
方や全体のデザインを見直し、
より幅広い方々に読んでいた
だけるように工夫していきた
いと考えています。
　なお、本誌で 15 回にわた
り連載してまいりました「食
卓の喜び」は前号 103 号をも
ちまして終了いたしました。
バックナンバーはエネルギ
ー・文化研究所のWEBサイ
トで検索可能ですのでご覧く
ださい。

編集体制を
一新しました

　大阪ガス㈱エネルギー・文
化研究所は 5 月 9 日、JR 大
阪駅前のグランフロント大阪
「ナレッジキャピタル」内に
「都市魅力研究室」を開設し
ました。同研究室では、都市
の持つ歴史や文化、生活者や
社会に提供する時間的・空間
的価値、さまざまな人や価値
観を交流させる力などを「都
市魅力」として広く捉え、セ
ミナーや講演・イベントなど
を行っていく予定です。
　詳細は大阪ガス㈱WEBサ
イトをご覧ください（プレスリ
リース・生活情報「『都市魅力
研究室』の開設について」）。
　今後の具体的な活動内容に
関してはエネルギー・文化研
究所のWEB サイトで適宜、
情報発信してまいります。

都市魅力研究室を
開設しました

CELからのお知らせ
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特集／余暇から本暇へ

発行人

編集人

編集

アートディレクション

デザイン

校正

DTP制作

印刷・製本

お問い合わせ窓口

木全吉彦

西田裕一

㈱平凡社企画コンテンツ課

岡本一宣

岡本一宣デザイン事務所

㈱アンデパンダン

㈱ワールドビュウ

㈱東京印書館

大阪ガスビジネスクリエイト㈱
TEL 06-6205-4650
FAX 06-6205-4759
CEL@ogbc.co.jp 

大阪ガス㈱
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