
 



　2025年４月12日、社会福祉法人こばと会の特別養護老人ホームいのこの里（大阪府吹田市）
で、「一般社団法人市民共同発電サンサンすいた」との共同で設置された「いのこの里市民共
同発電所」の点灯式がおこなわれました。
　いのこの里の屋上に設置された42枚の太陽光パネルの総事業費は約460万円（設備費・租税・
保険等含む）で、その費用は、サンサンすいたが市民から借りたお金でまかないます。いのこ
の里は自家発電・自家消費した分の電気代をサンサンすいたに支払い、サンサンすいたは12
年かけて市民に借りたお金を返す、というしくみです。寄付だけに頼らないかたちにすること
で、持続可能な市民共同発電のかたちをめざします。

福祉と地域をつなぐ、
市民共同発電



　サンサンすいたは、「待ったなしの気候変動の問題にとりくみたい」という市民があつまって、
再生可能エネルギーの導入・普及に関する事業をおこない、大阪府吹田市でエネルギーの地産
地消をめざす活動にとりくんでいます。代表理事の井上道代さん（写真）は、「福祉にかかわ
る方々と環境について憂える方々が、この市民共同発電をとおして具体的につながれたことが
本当にうれしいです。市民がみんなで協力して具体的な対策を実行してゆく方法としての市民
共同発電の大切さ、可能性をあらためて感じています」と話されます。



　設置した太陽光パネルで発電される電気量は、いのこの里で１年間に使用する電気量の約
８％にあたる、約18,000kwhを見込んでいます。いのこの里施設長の山本智光さんは、「社会
福祉施設が地域に対して貢献できるとりくみをすすめるなかで、エネルギーについてもなにか
できることはないだろうかと思っていたところに、サンサンすいたさんに背中を押してもらっ
た。災害が多発しているなか、少しでも電力を自前で確保できることでいのちを守れるように、
という災害対策の面でも意義は大きい」を話されます。



　点灯式の会場には、エネルギー問題には関心があるけれど福祉はよくわからないという方
や、今回のとりくみを通してはじめていのこの里を知ったという方もたくさんおられました。
元保育士でもある代表理事の井上さんは、「ある保育園にうかがったとき、『地域ともっとつな
がりたいけれど、なかなかきっかけがつかめずにいる』というお話があり、私たちの活動が、
そのきっかけになれるのではないかと思いました。市民共同発電は、気候危機に対する具体的
なとりくみであることと同時に、福祉と市民をつないでいく役割も果たせるのではないでしょ
うか」と話されます。
　「いのちと暮らしを守る」という点で、福祉とエネルギー問題は密接につながっています。
世界では、市民や自治体のさまざまな主体が中心となって再生可能エネルギーを普及するとり
くみがひろがっています。エネルギーの視点から地域の福祉を守る、貢献することの可能性を
感じました。� （写真・文　申　佳弥）
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能登を忘れない
　

ゆめ風ネット加賀代表　徳田　茂　

一
九
九
五
年
一
月
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
、
今
は
亡
き
牧
口
一い

ち
じ二

さ
ん
や
河
野
秀ひ

で
た
だ忠

さ
ん
が
中
心
に
な
っ
て
、
被
災
し
た
障
害
者
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ゆ
め
風

基
金
」
が
同
じ
年
に
立
ち
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
会
の
趣
旨
に
共
鳴
し
、
私
た
ち
ひ
ま
わ
り
教
室
の

職
員
は
数
年
後
、「
ゆ
め
風
ネ
ッ
ト
加
賀
」
と
し
て
仲
間
に
入
れ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

ネ
ッ
ト
に
仲
間
入
り
し
た
も
の
の
、
私
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
活
動
ら
し
い
活
動
も
し
な
い
ま
ま
長
年
を

過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
石
川
県
は
大
き
な
災
害
の
少
な
い
地
域
な
の
で
、
ど
こ
か
で
災
害
が
あ
っ
た
ら

募
金
を
す
る
の
が
自
分
た
ち
の
仕
事
だ
。
私
は
、
そ
う
高
を
く
く
っ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
昨
年
元
旦
の
能
登
の
大
地
震
。
夕
方
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７
・
６
、
最
大
震
度
７
と
い
う

大
き
な
地
震
が
石
川
県
で
発
生
し
ま
し
た
。
く
わ
え
て
輪
島
市
の
朝
市
通
り
で
大
火
事
が
発
生
し
、
二

四
〇
棟
以
上
が
焼
失
し
ま
し
た
。
自
分
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
と
ん
で
も
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
こ
と
を

ヒ
シ
ヒ
シ
と
感
じ
ま
し
た
。
こ
ん
な
大
惨
事
に
対
応
す
る
に
は
ひ
ま
わ
り
教
室
の
一
〇
人
足
ら
ず
の
職

員
で
は
と
う
て
い
足
り
な
い
と
思
い
、
つ
な
が
り
の
あ
る
法
人
や
団
体
に
呼
び
か
け
、「
ゆ
め
風
ネ
ッ

ト
加
賀
」に
入
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
四
つ
の
法
人
と
二
つ
の
団
体
で
新
た
に
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た「
ゆ

め
風
ネ
ッ
ト
加
賀
」
で
、
こ
の
一
年
五
か
月
ば
か
り
、
能
登
の
障
害
者
支
援
事
業
所
を
応
援
す
る
と
り

く
み
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

ゆ
め
風
基
金
は
小
規
模
の
事
業
所
を
支
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
私
た
ち
も
能
登
地
方

の
小
規
模
な
障
害
者
支
援
事
業
所
を
応
援
す
る
活
動
に
と
り
く
ん
で
き
ま
し
た
。
一
月
か
ら
四
月
ま
で
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は
、
各
事
業
所
の
人
た
ち
が
必
要
と
し
て
い
る
物
を
必
要
な
だ
け
届
け
る
の
が
主
な
活
動
で
し
た
。
一

つ
ひ
と
つ
の
事
業
所
へ
電
話
し
て
、
求
め
に
応
じ
て
水
や
紙
オ
ム
ツ
や
食
料
な
ど
を
届
け
ま
し
た
。
た

ま
に
は
生
も
の
が
ほ
し
い
と
い
う
声
に
応
え
て
、
肉
や
卵
や
野
菜
を
届
け
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

三
月
ご
ろ
か
ら
少
し
ず
つ
生
産
活
動
を
再
開
す
る
事
業
所
が
出
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
パ
ン
や
菓

子
を
つ
く
っ
て
も
地
域
に
買
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
声
が
あ
が
り
、
そ
れ
な
ら
「
食

べ
て
応
援
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、
現
地
へ
買
い
つ
け
に
行
き
、
金
沢
や
そ
の
近
郊
で
売
る
活
動
を
開
始

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
今
も
続
い
て
い
ま
す
。

能
登
か
ら
離
れ
て
い
て
も
能
登
の
こ
と
は
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
、
能
登
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
で

生
き
て
い
る
者
が
い
る
こ
と
を
能
登
の
人
た
ち
に
伝
え
た
い
、
と
の
思
い
か
ら
、
冊
子
『
大
地
震
後
、

私
た
ち
は
こ
う
生
き
て
き
た
』
を
作
っ
た
り
、
パ
ネ
ル
展
示
と
現
地
か
ら
の
報
告
を
織
り
交
ぜ
た
「
の

と
か
ら
の
風
展
」
を
開
い
た
り
し
て
き
ま
し
た
。

大
地
震
か
ら
一
年
五
か
月
ば
か
り
が
過
ぎ
ま
し
た
。
奥
能
登
の
人
口
減
少
は
深
刻
で
、
人
手
不
足
に

悩
ん
で
い
る
事
業
所
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
多
く
の
利
用
者
が
他
市
へ
避
難
し
た
た
め
に
大

幅
な
収
入
減
が
生
じ
て
い
る
事
業
所
も
あ
れ
ば
、
い
ま
だ
に
思
う
よ
う
な
生
産
活
動
が
で
き
な
い
事
業

所
も
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の
よ
う
な
小
さ
な
団
体
の
で
き
る
こ
と
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
ま
す
が
、「
能

登
を
忘
れ
な
い
」
の
心
だ
け
は
し
っ
か
り
も
ち
続
け
、
こ
れ
か
ら
も
息
の
長
い
か
か
わ
り
を
続
け
て
い

こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

とくだ　しげる

　1947年に、現在の金沢市で生まれる。1974年に金沢市で障害児
通園施設ひまわり教室開設（2011年まで代表）。現在、「白山・野々
市つながりの会」代表、「障害児を普通学校へ・全国連絡会」運営
委員。
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み
な
さ
ん
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
い
う
専
門
職
が
ど
ん
な
立
場
で
、
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
る
か
、
ご
存
知
で
し
ょ
う

か
。
介
護
が
必
要
に
な
り
、
介
護
保
険
制
度
を
利
用
し
て
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
（
訪
問
介
護
）
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
て
み
よ
う
か
な
と
思
っ
た
と
き
、
現
在
の
し
く
み
で
は
ほ
ぼ
か
な
ら
ず
出
会
う
こ
と
に
な
る
の
が
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

で
す
。
出
会
う
ど
こ
ろ
か
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
て
も
ら
わ
な
い
と
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
は
利
用
で

き
な
い
の
で
（
自
分
で
マ
イ
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
き
わ
め
て
少
数
で
す
）、
ど
ん
な
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

で
き
る
の
か
、
そ
の
内
容
が
介
護
が
必
要
な
人
の
か
ら
だ
の
状
態
や
希
望
・
必
要
に
ど
こ
ま
で
沿
っ
て
い
る
か
は
、
ケ
ア
プ

ラ
ン
、
そ
し
て
そ
れ
を
作
成
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

利
用
者
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
つ
な
ぐ
、
ま
さ
に
介
護
保
険
制
度
が
う
た
う
「
介
護
の
社
会
化
」
の
核
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
た
専
門
職
で
す
。
利
用
者
に
と
っ
て
は
、
介
護
保
険
制
度
を
利
用
し
た
い
と
き
の
最
初
の
窓
口
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
の
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
使
い
な
が
ら
の
暮
ら
し
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
す
。
く
わ
え
て
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
は
利
用
者

負
担
が
な
く
、
一
〇
割
が
保
険
給
付
で
す
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
、
そ
れ
を
作
成
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
所
属
す
る
事
業
所
の

儲
け
に
な
る
と
か
、
利
用
者
の
経
済
的
な
状
況
に
左
右
さ
れ
ず
、
公
正
・
中
立
に
、
利
用
者
本
位
に
依
っ
て
作
成
さ
れ
る
べ

特集特集

介
護
の
社
会
化
の
か
な
め
、
ケ
ア
マ
ネ
に
せ
ま
る
！
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き
だ
か
ら
で
す
。
独
立
性
・
中
立
性
が
守
ら
れ
て
い
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
、
利
用
者
に
と
っ
て
の
強
い
味
方
に
な
り
得
る

専
門
職
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
は
高
い
専
門
性
が
求
め
ら
れ
ま
す
し
、
利
用
者
の
暮
ら
し
を
支
え
る
核

と
な
る
、
非
常
に
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
す
。

い
っ
ぽ
う
で
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
は
介
護
保
険
制
度
が
は
じ
ま
っ
た
当
初
か
ら
、
介
護
保
険
財
政
全
体
を
抑
制
す
る
こ

と
を
目
的
に
、
給
付
管
理
の
役
割
も
担
わ
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
介
護
保
険
制
度
が
は
じ
ま
っ
て
二
五
年
、
そ
う
し

た
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
給
付
管
理
・
給
付
抑
制
の
役
割
を
強
化
す
る
制
度
改
定
が
つ
づ
け
ら
れ
る
な
か
で
、
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
は
、
本
来
の
利
用
者
本
位
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
役
割
と
、
そ
れ
を
制
限
す
る
よ
う
な
制
度
と
の

あ
い
だ
に
挟
ま
れ
て
、
苦
し
い
思
い
を
し
て
い
ま
す
。

今
号
の
特
集
で
は
、
そ
ん
な
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
歴
史
、
仕
事
の
内
容
、
や
り
が
い
や
抱
え
て
い
る
課
題
に
迫
り
ま
し
た
。

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
、
直
接
介
護
サ
ー
ビ
ス
や
支
援
を
提
供
す
る
役
割
で
は
な
い
か
ら
か
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
施
設
等
の

介
護
労
働
者
に
く
ら
べ
る
と
、そ
の
置
か
れ
て
い
る
き
び
し
い
状
況
へ
の
社
会
の
関
心
は
低
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

現
実
に
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
担
い
手
不
足
は
深
刻
で
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
介
護
が
必
要
な
人
の
在
宅
生
活
は
崩
壊
し
か
ね
ま

せ
ん
。
あ
ら
た
め
て
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
社
会
で
果
た
し
て
い
る
役
割
と
そ
の
専
門
性
を
確
認
し
、
再
評
価
し
、
本
来
の

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
役
割
を
守
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

�

（
編
集
主
任　

申
佳
弥
）


