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東
日
本
大
地
震
か
ら
五
年
。
福
島
原
発
・

放
射
能
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
、
四
月
に
は

新
た
に
熊
本
で
大
地
震
が
起
き
た
。
そ
れ
で

も
稼
働
中
の
原
発
を
止
め
な
い
政
府
の
政
治

的
判
断
が
不
気
味
だ
。
原
発
、
安
保
、
憲
法

…
「
政
治
」
は
難
し
く
て
わ
か
ら
な
い
、
な

ど
と
も
う
言
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
―
。

こ
の
夏
の
参
議
院
選
挙
を
前
に
ひ
と
際
憲

法
論
議
が
高
ま
る
な
か
で
〝
一
般
市
民
の
目

線
で
憲
法
を
考
え
る
〞
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

映
画
『
不
思
議
な
ク
ニ
の
憲
法
』（
松
井
久

子
監
督
）
が
完
成
し
た
。「
憲
法
に
は
『（
個

と
し
て
の
）
私
が
ど
う
生
き
る
か
』
が
書
い

て
あ
る
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
憲
法
論
議
を

政
治
家
に
任
せ
る
の
で
な
く
、
主
権
者
で
あ

る
国
民
一
人
ひ
と
り
が
も
っ
と
憲
法
を
知
り
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
考

え
る
意
識
が
高
ま
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
の

が
松
井
監
督
の
狙
い
。

も
と
も
と
『
ユ
キ
エ
』『
折
り
梅
』『
レ
オ

ニ
ー
』
な
ど
劇
映
画
で
女
性
に
フ
ァ
ン
の
多

い
同
監
督
だ
け
に
、「
憲
法
」
や
「
戦
後
史
」

と
い
っ
て
も
議
論
よ
り
も
何
か
し
ら
人
間
の

体
温
の
伝
わ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
だ
。

映
画
に
登
場
す
る
約
三
〇
人
は
、
十
代
の

高
校
生
か
ら
九
四
歳
の
作
家
ま
で
、
年
齢
、

職
業
、
住
所
、
立
場
も
多
種
多
様
。
若
い
世

代
で
は
、
安
保
法
案
に
反
対
す
る
活
動
家
マ

マ
、
子
育
て
中
の
女
性
弁
護
士
。「（
本
土
に

来
て
）
米
軍
基
地
の
な
い
生
活
が
可
能
な
こ

と
を
初
め
て
知
り
衝
撃
を
受
け
た
」
沖
縄
出

身
の
学
生
。
一
人
で
反
戦
デ
モ
を
始
め
た
が
、

「
化
粧
し
て
デ
モ
し
て
何
が
悪
い
」
と
訴
え
仲

間
が
増
え
た
、
と
い
う
フ
リ
ー
タ
ー
女
子
も
。

九
四
歳
の
瀬
戸
内
寂
聴
さ
ん
、
八
六
歳
の

元
文
部
大
臣
・
赤
松
良
子
さ
ん
の
戦
後
憲
法

（
男
女
平
等
規
定
）
と
と
も
に
開
け
た
人
生
の

体
験
的
憲
法
論
、
戦
後
憲
法
が
出
来
た
時
は

子
ど
も
だ
っ
た
世
代
女
性（
七
〇
、八
〇
歳
代
）

の
子
ど
も
に
と
っ
て
の
憲
法
の
思
い
出
も
。

そ
れ
ら
は
、
憲
法
学
者
・
長
谷
部
恭
男
早
大

教
授
、
元
外
交
官
／
評
論
家
・
孫
崎
享
さ
ん

〈
憲
法
は
、
だ
れ
の
も
の
？
〉松

本 

侑
壬
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『不思議なクニの憲法』

ら
の
日
米
関
係
、
日
本
の
戦
後
史
に
つ
い
て

の
解
説
を
聞
き
、
当
時
の
ニ
ュ
ー
ス
映
像
や

画
像
を
見
れ
ば
、
単
な
る
思
い
出
の
枠
を
超

え
て
日
本
の
戦
後
史
の
中
で
ど
ん
な
位
置
に

あ
っ
た
の
か
が
、
愛
お
し
い
ほ
ど
に
わ
か
っ

て
く
る
。

既
に
見
た
こ
と
の
あ
る
昭
和
の
記
録
画
像

の
断
片
が
、
意
味
を
も
っ
て
つ
な
が
っ
て
き

て
興
味
は
尽
き
な
い
。
そ
し
て
、
戦
後
七
〇

年
間
、
日
本
が
戦
争
だ
け
は
し
な
い
で
来
る

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
戦
争
放
棄
を
う
た
う

憲
法
の
あ
る
お
か
げ
だ
っ
た
の
だ
と
、
改
め

て
実
感
で
き
る
。

本
作
に
は
憲
法
問
題
で
「
右
か
左
か
」
と

い
っ
た
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
色
は
抑
え
、
ま

た
「
改
憲
か
護
憲
か
」
と
論
争
す
る
前
に
、

ま
ず
歴
史
の
事
実
を
学
び
「
一
人
ひ
と
り
が

個
と
し
て
守
ら
れ
る
自
由
な
社
会
で
暮
ら
す

に
は
」
を
考
え
る
た
め
の
わ
か
り
や
す
い
ヒ

ン
ト
が
た
っ
ぷ
り
含
ま
れ
て
い
る
。　

「
憲
法
っ
て
、
な
に
？
」
の
基
本
と
現
実

の
問
題
を
考
え
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代

が
生
き
て
き
た
戦
後
史
を
丁
寧
に
辿
っ
て
い

る
。
日
本
の
戦
後
史
は
こ
れ
ま
で
学
校
教
育

で
も
不
十
分
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
意
味
で
も

若
い
世
代
が
日
本
の
こ
れ
か
ら
を
考
え
る
よ

き
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
憲

法
は
、
だ
れ
の
も
の
」
か
も
。


