
珈　

福
島
原
発
事
故
が
忘
却
の
彼
方
と
い
う
人
は
年
々

増
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
風
化
は
日
々
進
ま
ざ
る

を
え
な
い
。
だ
が
石
原
大
史『
原
発
事
故　
最
悪
の
シ
ナ

リ
オ
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
１
８
７
０
円
）は
原
発
事
故
が

過
去
の
物
語
な
ど
で
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

　

本
書
は
昨
年
３
月
に
放
送
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
番
組
を
踏
ま
え
ス
タ
ッ
フ
が
書
き
下
ろ
し

た
労
作
で
あ
る
。
大
震
災
当
時
、
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
を

想
定
し
て
ど
う
対
策
を
進
め
る
べ
き
か
、
混
乱
す
る
官

邸
は
手
が
打
て
な
か
っ
た
。
自
衛
隊
の
動
き
も
緩
慢
で

米
国
は
米
軍
が
前
面
に
出
る
こ
と
さ
え
考
え
た
が
、
そ

れ
は「
米
軍
占
領
下
」と
な
る
こ
と
を
意
味
し
た
。官
邸
、

東
電
本
社
、
自
衛
隊
、
米
軍
、
福
島
原
発
現
場
の
枢
要

な
人
々
が
当
時
を
振
り
返
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
意
外

性
に
富
み
、
早
い
時
期
に
最
悪
シ
ナ
リ
オ
の
必
要
性
を

提
起
し
た
（
民
主
党
の
）
政
治
家
も
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
本
書
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
あ
ま
り
に
多
い
。
大
事
故

に
直
面
し「
想
定
外
」な
ど
と
言
っ
て
「
最
悪
の
可
能

性
」
を
追
究
し
な
い
の
は
日
本
の
悪
い
癖
で
あ
る
。

玳　

世
界
で
今
、
日
韓
関
係
ほ
ど
複
雑
で
解
き
ほ
ぐ
し

に
く
い
二
国
間
関
係
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
木
村
幹
『
韓

国
愛
憎
』（
中
公
新
書
、
９
４
６
円
）
は
韓
国
研
究
の

第
一
人
者
が
自
ら
の
研
究
の
日
々
を
成
果
や
苦
悩
の
中

に
振
り
返
る
と
と
も
に
、
韓
国
の
躍
進
と
対
日
姿
勢
の

変
容
の
過
程
を
た
ど
る
異
色
の
日
韓
関
係
史
で
あ
る
。

こ
の　

年
間
の
韓
国
社
会
の
変
貌
ぶ
り
は
劇
的
で
韓
国

３０
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が
自
信
を
深
め
る
ほ
ど「
韓
日
」関
係
は
政
治
的
に
重
要

性
を
失
う
が
、
で
あ
れ
ば
こ
そ
社
会
は
暴
走
し
て
歯
止

め
が
き
か
な
く
な
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　
「
自
分
史
」で
あ
る
だ
け
に
少
々
ま
だ
る
っ
こ
し
く
感

じ
る
部
分
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
と
り
わ
け
終
章

の「
関
係
悪
化
の
本
格
化
」は
明
快
で
教
え
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
。著
者
は
し
ば
し
ば「
そ
れ
で
あ
な
た
は
韓
国
が

好
き
な
ん
で
す
か
」
と
質
問
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
へ

の
答
え
（
そ
れ
が
わ
か
れ
ば
苦
労
は
し
な
い
）
に
は
笑

っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
さ
に
愛
憎
の
半
生
記
で
あ
る
。

珎　

マ
イ
ケ
ル
・
ル
イ
ス
『
後
悔
の
経
済
学
』（
文
春
文

庫
、１
２
６
５
円
）は
名
う
て
の
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
に

よ
る
『
か
く
て
行
動
経
済
学
は
生
ま
れ
り
』
の
文
庫
化

で
あ
る
（
書
名
は
こ
の
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
）。
２

人
の
心
理
学
者
、
カ
ー
ネ
マ
ン
と
ト
ヴ
ェ
ル
ス
キ
ー
が

行
動
経
済
学
に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
前
段
が
例
に
よ
っ

て
長
い
。
気
の
短
い
人
だ
と
終
章
５
０
０
ペ
ー
ジ
ま
で

た
ど
り
着
く
の
は
容
易
で
な
か
ろ
う
。
で
も
苦
労
の
甲

斐
は
あ
る（
は
ず
で
あ
る
）。
本
書
に
よ
り
合
理
と
非
合

理
の
境
を
見
極
め
る
す
べ
を
学
べ
る
の
は
何
よ
り
だ
。

玻　

歴
史
を
学
ぶ
こ
と
が
重
要
な
ら「
旧
満
州
」は
そ
の

最
た
る
も
の
の
一
つ
だ
ろ
う
。
歴
史
街
道
編
集
部
編

『
満
州
国
と
日
中
戦
争
の
真
実
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、１
０
２

３
円
）
を
読
ん
で
そ
う
実
感
し
た
。
大
陸
侵
攻
と
植
民

地
経
営
を
批
判
す
る
の
は
容
易
だ
が
、
こ
と
は
そ
れ
ほ

ど
単
純
で
も
な
い
。「
五
族
協
和
」は
と
も
か
く
石
原
莞

爾
、児
玉
源
太
郎
、後
藤
新
平
、樋
口
季
一
郎
、多
田
駿
、

今
井
武
夫
、彼
ら
の
思
想
と
行
動
を
知
る
ほ
ど
に
な
ん

と
も
複
雑
な
心
境
に
な
る
。
保
阪
正
康
、
井
上
寿
一
、

岡
本
隆
司
な
ど
筆
者
も
多
彩
で
あ
る
。���（
浅
野　
純
次
）
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