
　
「
鉄
道
の
安
全
性
は
、
事
故
の
経
験
を
教
訓

と
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
乗
客
の
命

を
預
か
る
鉄
道
員
と
し
て
、
決
し
て
忘
れ
な

い
で
く
だ
さ
い
！
」

　

開
始
か
ら
１
時
間
を
過
ぎ
て
も
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ

専
門
家
・
五
十
嵐
英
晴
さ
ん
の
口
調
は
相
変

わ
ら
ず
熱
を
帯
び
た
ま
ま
だ
。
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
・
ジ
ャ
カ
ル
タ
都
市
圏
東
部
の
街
・
ブ
カ
シ
。

同
国
運
輸
省
の
研
修
施
設
で
、
若
手
職
員
約

50
人
が
真
剣
な
表
情
で
五
十
嵐
さ
ん
の
講
義

に
聞
き
入
っ
て
い
た
。

　

２
０
１
０
年
７
月
よ
り
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
運

輸
省
鉄
道
総
局
に
配
属
さ
れ
、
安
全
管
理
の

能
力
強
化
に
努
め
て
い
る
五
十
嵐
さ
ん
。
職

員
向
け
の
研
修
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
施

し
て
い
る
ほ
か
、
鉄
道
の
運
行
管
理
シ
ス
テ

ム
や
保
安
シ
ス
テ
ム
の
改
善
、
法
整
備
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
い
る
。

　
「
悲
劇
を
繰
り
返
す
ま
い
と
、
日
本
に
は
過

去
の
鉄
道
事
故
の
詳
細
を
紹
介
す
る
展
示
施

設
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
国
で
も
苦
い
経
験
を

糧
に
、
安
全
性
を
高
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
」

　

五
十
嵐
さ
ん
は
、
蒸
気
機
関
車
が
走
る
国

鉄
石
巻
線
（
宮
城
県
）
の
線
路
沿
い
の
町
で

生
ま
れ
育
っ
た
。
小
さ
な
こ
ろ
か
ら
、
鉄
道

の
メ
カ
ニ
ッ
ク
に
興
味
を
抱
い
て
い
た
五
十

嵐
さ
ん
。「
東
京
の
水
産
会
社
の
船
に
乗
る
父

親
の
送
迎
に
、
年
に
１
度
、
東
北
本
線
の
長

距
離
特
急
列
車
を
利
用
す
る
の
が
楽
し
み
で

た
ま
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
１
９
８
５
年
、

旧
国
鉄
（
現
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
：

Ｊ
Ｒ
東
日
本
）
に
就
職
。
以
来
、
車
掌
や
駅

員
と
い
っ
た
現
場
実
習
を
経
験
し
た
後
、
車

両
の
保
守
・
設
計
な
ど
、
技
術
の
最
前
線
で

着
々
と
実
績
を
積
み
上
げ
て
き
た
。「
初
め
て

自
分
が
設
計
し
た
車
両
が
走
っ
た
時
の
感
動

は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
」。思
い
出
さ
れ
る
の
は
、

か
つ
て
二
階
建
て
の
通
勤
車
両
を
デ
ザ
イ
ン

し
た
時
の
こ
と
だ
。

　

そ
う
し
た
経
験
を
通
じ
て
、
94
〜
96
年
、

タ
イ
国
鉄
の
人
材
育
成
を
目
的
に
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ

が
実
施
し
た
「
鉄
道
研
修
セ
ン
タ
ー
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
」
に
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
専
門
家
と
し
て
派
遣

さ
れ
る
。
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
を
使
っ
た

訓
練
の
導
入
や
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
り
に

力
を
入
れ
た
ほ
か
、
訓
練
生
を
指
導
す
る
教

官
た
ち
の
指
導
力
向
上
と
意
識
改
革
に
も
取

り
組
ん
だ
。

　

当
初
は
、「
教
官
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
が
高

く
、
講
義
で
は
メ
モ
す
ら
取
ろ
う
と
し
な
い

者
も
い
た
」
と
五
十
嵐
さ
ん
。
だ
が
、「
恥
か

き（
誤
っ
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
改
め
る
）、

メ
モ
書
き
（
一
度
言
わ
れ
た
こ
と
は
忘
れ
な

い
）、
汗
か
き
（
体
で
覚
え
る
）」
と
い
っ
た
、

列
車
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
も
直
結
す
る
、

鉄
道
マ
ン
と
し
て
の
大
切
な
視
点
を
繰
り
返

し
強
調
し
て
き
た
こ
と
で
、「
自
分
た
ち
が
次

代
の
人
材
を
育
て
る
」
と
の
意
気
込
み
が
教

官
た
ち
の
間
に
徐
々
に
生
ま
れ
て
き
た
。

　

帰
国
し
、
首
都
圏
や
東
北
新
幹
線
の
八
戸

延
伸
事
業
に
伴
う
運
行
管
理
シ
ス
テ
ム
の
構

築
・
改
築
な
ど
に
携
わ
っ
た
後
、
04
年
か
ら

再
び
タ
イ
へ
。
経
営
基
盤
の
整
備
が
必
要
と

さ
れ
て
い
た
タ
イ
国
鉄
に
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
技
術

顧
問
と
し
て
赴
任
し
た
。

　

着
任
し
て
す
ぐ
、「
タ
イ
国
鉄
に
は
事
業
を

主
体
的
に
運
営
す
る
姿
勢
・
体
質
が
欠
け
て

い
る
と
感
じ
た
」
と
五
十
嵐
さ
ん
。
そ
こ
で
、

民
営
・
分
割
を
選
ん
だ
日
本
の
国
鉄
改
革
の

成
果
や
、
世
界
で
唯
一
政
府
の
補
助
金
な
し

で
都
市
鉄
道
を
運
営
し
て
い
る
日
本
の
鉄
道

事
業
者
の
取
り
組
み
な
ど
を
伝
え
て
き
た
。　

　
「
労
働
集
約
型
産
業
で
あ
る
鉄
道
事
業
だ
け

で
黒
字
経
営
を
行
う
の
は
難
し
い
の
で
、
日

本
の
鉄
道
事
業
者
は
、
不
動
産
業
、
商
業
施

設
の
運
営
な
ど
の
関
連
事
業
に
よ
っ
て
早
く

か
ら
健
全
経
営
に
努
め
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
れ
も
本
業
の
安
全
・
安
定
輸
送
が
あ

っ
て
こ
そ
。
こ
う
し
た
経
営
手
法
に
関
す
る

ア
ド
バ
イ
ス
も
行
い
ま
し
た
」

　

ま
た
そ
の
ほ
か
に
も
、
バ
ン
コ
ク
で
建
設

準
備
が
進
ん
で
い
た
、
国
際
空
港
と
都
市
中

心
部
を
最
短
15
分
で
結
ぶ
「
エ
ア
ポ
ー
ト
・

レ
ー
ル
・
リ
ン
ク
」※

の
建
設
に
当
た
っ
て
、

日
本
の
空
港
連
絡
鉄
道
の
経
験
を
も
と
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
助
言
を
送
っ
て
き
た
。

　

そ
ん
な
専
門
家
と
し
て
の
豊
富
な
経
験
を

持
つ
五
十
嵐
さ
ん
が
、
常
に
心
掛
け
て
い
る

の
が
、「
背
伸
び
せ
ず
、
で
き
る
こ
と
か
ら
コ

ツ
コ
ツ
と
始
め
る
」
と
い
う
こ
と
。「
ど
の
国

で
も
、
隣
の
国
に
負
け
た
く
な
い
、
最
新
の

鉄
道
シ
ス
テ
ム
を
手
に
入
れ
た
い
、
と
い
う

衝
動
に
駆
ら
れ
る
も
の
で
す
」
と
五
十
嵐
さ

ん
。「
し
か
し
、
そ
の
た
め
の
基
盤
も
経
験
も

な
い
国
に
い
き
な
り
過
剰
な
技
術
支
援
な
ど

を
行
う
の
は
危
険
で
す
。
鉄
道
事
業
者
が
ま

ず
取
り
組
む
べ
き
こ
と
は
、
何
よ
り
も
安
全

な
運
行
に
必
要
な
規
則
作
り
、
設
備
の
整
備

と
確
実
な
保
守
・
管
理
、
人
材
育
成
な
ど
で

あ
り
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
乗
客
の
安
全
性
・

快
適
性
の
た
め
で
も
あ
り
ま
す
」
と
話
す
。

　
「
日
本
で
は
、
各
事
業
者
が
個
々
の
実
情
や

規
模
に
合
っ
た
運
行
規
則
を
作
っ
て
安
全
性

を
高
め
、
持
続
可
能
な
経
営
に
取
り
組
ん
で

日
本
的
な
運
営
で

で
き
る
こ
と
か
ら
コ
ツ
コ
ツ
と

「“恥かき、メモ書き、汗かき”の心を大切にしたい」

鉄
道
メ
カ
ニ
ッ
ク
に
魅
せ
ら
れ
た

少
年
時
代

JICA専門家
IGARASHI Hideharu

五十嵐英晴 さん
インドネシア・ジャボタベック鉄道
の整備士と談笑する五十嵐さ
ん。メンテナンスの質が車両の
安全性を左右するため、現場で
のヒアリングも欠かせない
（撮影：久野真一）

インドネシア運輸省職員に日本の鉄道運営につい
て講義する（撮影：久野真一）

ゲンバの風
第 21 回

い
ま
す
。
そ
ん
な
日
本
的
な
運
営
手
法
を
ベ

ー
ス
に
、
各
国
の
状
況
に
合
わ
せ
た
形
で
事

業
に
協
力
し
て
い
く
。
そ
れ
も
一
つ
の
日
本

な
ら
で
は
の
貢
献
に
な
り
得
る
で
し
ょ
う
」

　

時
間
が
で
き
る
と
、
五
十
嵐
さ
ん
は
自
分

が
支
援
に
携
わ
る
都
市
や
地
域
の
列
車
に
乗

り
、
人
々
が
ど
ん
な
表
情
で
鉄
道
を
利
用
し

て
い
る
か
見
て
回
る
と
い
う
。「
乗
客
が
何
を

求
め
、
何
に
困
っ
て
い
る
か
、
彼
ら
の
声
に

常
に
敏
感
で
あ
り
た
い
。
実
際
に
乗
ら
な
い

と
分
か
ら
な
い
こ
と
も
多
い
の
で
す
」。

　

人
々
の
た
め
に

安
全
・
快
適
な
鉄

道
を―

。
優
し
い

そ
の
笑
顔
の
奥
に
、

鉄
道
マ
ン
と
し
て

の
揺
る
ぎ
な
い
信

念
が
垣
間
見
え
た
。

2005年、タイ・バンコクの車両基地で、タイ国鉄の
車両状態を調査する五十嵐さん

2008年、日本鉄道車両輸出組合とベトナム国鉄の共催
で、ベトナム・ハノイで開催された「高速鉄道セミナー」に出
席し、新幹線の持つ技術と優位性について紹介。日本か
ら経済産業省と国土交通省、大手車両・重電メーカーが
出席するなど、まさに官民を上げたオールジャパンでの参
加となった　○c 日本鉄道車両輸出組合 倉澤泰樹

いがらし・ひではる
1961年宮城県出身。1985年、旧国鉄（現東日本旅客鉄道
株式会社：JR東日本）就職。車両の保守・設計、東京圏の運営
管理システム構築、東北新幹線延伸事業に伴う運行管理シス
テムの更新などに従事。2006年より国際部（現国際業務部）
に配属。94～96年「タイ・鉄道研修センタープロジェクト」
JICA専門家。04～06年、JICA個別専門家派遣「タイ国鉄鉄
道技術コンサルタント」。2010年7月より、JICA専門家派遣
「インドネシア・鉄道運営に係る安全性向上プロジェクト」。

※2010年8月に開業。

タイ

インドネシア

日本の鉄道技術の最前線を駆け抜けてきた、JR東日本の五十嵐英晴さん。
“鉄道マン”としての豊富な経験を生かし、
タイやインドネシアで鉄道分野の協力に取り組んでいる。
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