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原
発
問
題
を
考
え
る

│
教
化
学
の
視
点
か
ら
│

齋
　
藤
　
宣
　
裕

一
．
は
じ
め
に

　
昨
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
福
島
第
一
原
発
の
過
酷
事
故
に
よ
り
、
福
島
県
内
を
中
心
と
し
て
現
在
も
多

く
の
地
域
で
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
を
中
心
と
す
る
健
康
に
関
わ
る
問
題
、
放
射
性
廃
棄
物
の
問
題
、
原
発
労
働
者

の
問
題
、
廃
炉
を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
の
か
、
放
射
能
汚
染
に
よ
っ
て
故
郷
を
離
れ
て
い
る
方
々
へ
今
後
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い

く
の
か
。
さ
ら
に
は
今
後
の
日
本
の
原
子
力
政
策
の
行
方
等
々
、
問
題
は
ま
さ
し
く
山
積
し
て
い
る
。
そ
し
て
残
念
な
こ
と
に
大
震
災
か

ら
一
年
半
が
過
ぎ
た
現
在
で
も
、
震
災
か
ら
も
原
発
事
故
か
ら
も
復
興
が
進
ん
で
い
る
と
は
と
て
も
言
い
が
た
い
状
況
と
い
え
よ
う
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
世
論
で
は
「
反
原
発
」「
脱
原
発
」
と
い
っ
た
声
が
多
く
聞
か
れ
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
本
年
五
月
に
す

べ
て
の
原
発
が
停
止
し
た
直
後
の
六
月
に
、
福
井
県
の
大
飯
原
発
が
再
稼
働
を
決
定
し
、
七
月
か
ら
は
送
電
を
開
始
し
て
い
る
。
再
稼
働

は
多
く
の
批
判
を
集
め
る
一
方
、
電
力
不
足
に
よ
る
経
済
、
あ
る
い
は
日
常
生
活
へ
の
影
響
を
主
な
理
由
と
し
て
半
ば
強
引
に
進
め
ら
れ

た
。
た
し
か
に
我
々
は
も
は
や
電
気
を
使
わ
ず
に
生
活
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
原
発
関
連
企
業
で
働
く
方
々
、
原
発
立
地
自
治
体
に

と
っ
て
は
大
変
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
野
田
政
府
は
去
る
九
月
十
四
日
に
「
革
新
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
戦

略
」
を
決
定
し
て
二
〇
三
〇
年
代
ま
で
に
原
発
ゼ
ロ
を
目
指
す
と
し
た
一
方
で
、
安
全
が
確
認
さ
れ
れ
ば
再
稼
働
を
認
め
、
青
森
県
の
大
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間
原
発
で
は
建
設
工
事
を
再
開
、
さ
ら
に
使
用
済
み
核
燃
料
を
再
処
理
し
、
取
り
出
し
た
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
や
ウ
ラ
ン
を
原
発
の
燃
料
と
し

て
再
利
用
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
」
に
つ
い
て
も
継
続
を
表
明
、
原
子
力
関
連
技
術
の
輸
出
に
は
積
極
的
に
取
り
組
む
と

い
っ
た
、
明
ら
か
な
矛
盾
が
見
ら
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
我
々
は
宗
教
者
と
し
て
、
ま
た
日
蓮
宗
教
師
と
し
て
こ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
を
と
り
、
今
後

ど
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
く
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

二
．
宮
澤
賢
治
の
考
え
る
宗
教
と
科
学

　
昨
年
の
平
成
二
十
三
年
度
中
央
教
化
研
究
会
議
は
「
宮
澤
賢
治
と
復
興
の
教
化
学
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
開
催
さ
れ
た
。
賢
治
は
『
農

民
芸
術
概
論
綱
要
』
の
中
で
「
宗
教
は
疲
れ
て
近
代
科
学
に
置
換
さ
れ
然
も
科
学
は
冷
く
暗
い①
」
と
述
べ
、
ま
た
、
賢
治
が
開
設
し
た
羅

須
地
人
協
会
で
開
か
れ
て
い
た
集
会
へ
の
『
集
会
案
内
』
の
中
に
は
「
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
方
法
で
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
科
学
を
わ
れ
わ

れ
の
も
の
に
で
き
る
か②
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
明
治
時
代
以
降
、
科
学
は
万
能
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
人
々
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
信

仰
」
を
集
め
た
一
方
、
宗
教
は
「
非
科
学
的
」
と
さ
れ
科
学
よ
り
も
劣
っ
た
存
在
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
宗
教
が
担
っ
て
き

た
、
人
々
を
豊
か
に
、
幸
せ
に
す
る
役
割
は
科
学
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
が
、
そ
の
科
学
も
ま
た
人
の
心
を
救
う
存
在
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
の
が
賢
治
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
賢
治
は
ど
の
よ
う
に
し
て
科
学
を
温
か
く
明
る
い
存
在
に
変
え
、
そ
し
て
宗
教
を
再
び
輝
か

せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
生
涯
を
通
し
て
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
．『
文
明
の
災
禍
』

　
本
年
の
中
央
教
化
研
究
会
議
で
は
哲
学
者
で
あ
る
内
山
節
氏
の
基
調
講
演
が
行
な
わ
れ
た
。
内
山
氏
の
著
書
『
文
明
の
災
禍
』
に
は
、

今
回
の
福
島
第
一
原
発
事
故
は
「
文
明
の
災
禍
」
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
今
日
の
文
明
の
問
題
点
の
ひ
と
つ
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
文
明
が
人
間
の
自
然
的
能
力
の
限
界
を
、
は
る

か
に
超
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
私
た
ち
は
、
恐
ろ
し
く
危
険
な
社
会
を
つ
く
り
だ
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ

が
現
代
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
の
自
然
の
能
力
の
及
ば
な
い
も
の
が
事
故
を
起
こ
し
、
暴
走
す
る
。
現
代
文
明
の
産
物
が
事
故
を
起
こ

し
、
暴
走
し
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で
、
福
島
原
発
の
事
故
は
文
明
の
災
禍
な
の
で
あ
る③
。

　
地
震
・
津
波
の
災
害
は
ま
さ
に
自
然
の
災
禍
で
あ
る
が
、
こ
の
原
発
事
故
は
文
明
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
「
文
明
の
災
禍
」
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。
我
々
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
原
発
と
い
う
も
の
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
経
済
優

先
、
科
学
至
上
主
義
、
合
理
性
の
追
求
と
い
っ
た
考
え
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
先
ほ
ど
の
宮

澤
賢
治
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
科
学
の
冷
く
暗
い
」
部
分
と
言
え
る
。

　
さ
ら
に
内
山
氏
の
同
著
に
は

　
現
代
文
明
は
新
し
い
か
た
ち
で
死
を
諒
解
す
る
構
造
を
作
り
出
さ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
現
代
文
明
は
生
の
饗
宴
と
し
て
展
開
し
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
生
と
死
の
つ
な
が
り
の
諒
解
な
ど
形
成
し
よ
う
も
な
い
。
こ
れ
か
ら
私
た
ち
は
、
い
っ
た
い
何
に
敗
北
し
た

の
か
を
と
ら
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
原
発
に
象
徴
さ
れ
る
文
明
が
敗
北
の
原
因
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ま

と
な
っ
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
な
っ
た
。
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
の
か
さ
え
わ
か
ら
な
い
、
放
射
性
物
質
の
飛
散
と

い
う
現
実
を
抱
え
て
私
た
ち
は
生
き
て
い
く
し
か
な
く
な
っ
た
。
現
代
文
明
は
し
の
び
よ
る
死
、
侵
入
し
て
く
る
死
を
人
々
に
も
た
ら

す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
そ
れ
だ
け
が
現
代
文
明
の
敗
北
で
は
な
い
。
死
を
諒
解
す
る
構
造
を
失
っ
た
こ
と
自
体
の
中
に
も
、
現
代
文
明
の
敗
北
は
存
在

し
て
い
る④
。
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と
あ
る
。
原
発
事
故
に
よ
り
、
地
震
と
津
波
と
い
う
「
自
然
の
災
禍
」
に
「
文
明
の
災
禍
」
と
い
う
性
格
が
加
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、

現
代
文
明
の
敗
北
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
現
代
に
お
い
て
は
「
死
」
と
い
う
概
念
か
ら
目
を
背
け
て
、
言
わ
ば
「
生
の
饗
宴
」
と

い
う
と
お
り
の
暮
ら
し
を
続
け
て
、
文
明
の
恩
恵
を
受
け
て
き
た
。
そ
し
て
再
び
、
そ
の
文
明
に
よ
っ
て
「
死
」
や
自
然
の
活
動
へ
の
恐

怖
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
含
め
て
文
明
の
敗
北
と
言
え
る
。
誰
に
で
も
当
た
り
前
に
訪
れ
る
は
ず
の
「
死
」

へ
目
を
向
け
る
、
と
い
う
部
分
を
担
っ
て
き
た
宗
教
は
、
賢
治
の
言
う
と
お
り
す
っ
か
り
疲
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
内
山
氏
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　
今
回
の
大
災
害
は
現
代
文
明
の
み
な
お
し
を
私
た
ち
に
求
め
て
い
る
、
と
い
う
人
々
が
い
る
。
私
も
そ
の
と
お
り
だ
と
思
う
。
だ
が

そ
の
み
な
お
し
は
、
原
子
力
発
電
に
つ
い
て
考
え
直
す
と
か
、
肥
大
化
し
た
欲
望
の
社
会
を
つ
く
り
変
え
る
、
効
率
や
利
益
の
拡
大
だ

け
を
追
い
つ
づ
け
て
い
く
社
会
を
変
え
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
け
で
す
む
課
題
で
は
な
い
。
も
っ
と
根
源
的
な
も
の
が
、
そ
の
奥

で
は
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る⑤
。

　
い
わ
ゆ
る
節
電
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
仏
教
的
に
は
「
少
欲
知
足
」
で
あ
っ
た
り
、
今
は
そ
の
よ
う
な
現
代
文
明
の
み
な
お
し
が
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
今
回
の
大
震
災
、
原
発
事
故
の
問
題
を
契
機
に
、
私
た
ち

に
は
も
っ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
教
師
と
し
て
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。四

．
原
発
問
題
を
考
え
る

　
こ
こ
で
今
回
の
原
発
事
故
に
対
す
る
宗
教
界
の
動
向
を
見
て
み
た
い
。
様
々
な
宗
派
、
教
団
か
ら
声
明
文
な
ど
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
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そ
れ
ら
を
見
て
み
る
と
、
ど
の
主
張
も
多
少
の
違
い
は
あ
れ
ど
も
、
共
通
点
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
は
や
は
り
「
反
原
発
」

「
脱
原
発
」
を
主
張
し
て
い
る
点
。
原
発
に
反
対
す
る
理
由
と
し
て
「
生
命
の
尊
重
」
を
挙
げ
て
い
る
点
、
そ
し
て
、
今
後
に
つ
い
て
は

い
わ
ゆ
る
「
少
欲
知
足
」
を
薦
め
て
い
る
点
、
無
常
を
説
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
時
点
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
、
あ
る
い
は
教

団
な
ら
で
は
の
教
義
・
教
学
的
観
点
か
ら
こ
の
原
発
事
故
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
で
東
京
大
学
名
誉
教
授
で
あ
る
末
木
文
美
士
氏
は
、
そ
の
著
書
で
あ
る
『
現
代
仏
教
論
』
の
中
で

　
原
発
事
故
が
あ
っ
て
、
日
本
の
仏
教
者
た
ち
が
盛
ん
に
脱
原
発
を
言
い
出
し
て
い
る
が
、
世
間
の
後
追
い
以
上
の
独
自
性
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
。
原
発
が
で
き
た
頃
は
、
原
子
力
の
平
和
利
用
と
い
う
こ
と
で
、
仏
教
者
た
ち
も
後
押
し
し
て
、
高
速
増
殖
炉
に
「
も

ん
じ
ゅ
」、
新
型
転
換
炉
に
「
ふ
げ
ん
」
の
名
を
与
え
た
。
戦
争
中
に
は
戦
争
協
力
の
第
一
線
を
担
い
、
戦
後
に
な
れ
ば
い
ち
早
く
懺

悔
し
て
平
和
を
叫
ぶ
。
原
発
の
場
合
も
ま
っ
た
く
同
じ
だ
。

　（
中
略
）

　
だ
が
、
仏
教
の
特
徴
は
そ
の
よ
う
な
ご
都
合
主
義
、
日
和
見
主
義
に
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か⑥
。

と
指
摘
し
て
い
る
。
仏
教
者
が
原
発
に
つ
い
て
主
張
を
す
る
に
あ
た
り
、
震
災
と
原
発
問
題
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
そ
の
上
で
こ
れ
か
ら

ど
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
し
っ
か
り
と
考
え
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
末
木
氏
は

　
大
震
災
に
対
す
る
仏
教
者
た
ち
の
発
言
を
見
て
い
る
と
、
ほ
と
ん
ど
震
災
は
自
然
現
象
で
あ
り
、
人
間
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な

い
こ
と
だ
、
と
い
う
、
あ
き
ら
め
的
な
言
い
方
が
多
い
。
世
間
は
無
常
で
あ
り
、
大
自
然
の
災
害
は
防
ぎ
よ
う
も
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、

人
間
は
欲
望
を
肥
大
さ
せ
、
何
で
も
意
の
ま
ま
に
で
き
る
か
の
よ
う
に
思
い
上
が
っ
て
き
た
。
少
欲
知
足
に
甘
ん
じ
る
こ
と
が
大
事
だ
、
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と
い
う
お
説
教
に
行
き
着
く
。

　
だ
が
、
そ
の
程
度
の
お
説
教
な
ら
ば
、
別
に
仏
教
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
い
。
災
害
は
自
然
現
象
だ
か
ら
諦
め
る
し
か
な
い
、
と
言

っ
て
済
ま
す
の
は
、
宗
教
者
と
し
て
の
責
任
放
棄
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
当
た
り
障
り
の
な
い
人
畜
無
害
の
お
説
教
が
通
用

し
な
く
な
っ
た
の
が
、
今
回
の
震
災
で
あ
り
、
そ
れ
に
仏
教
者
が
ど
の
よ
う
に
答
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る⑦
。

と
述
べ
て
い
る
。
我
々
に
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
充
分
な
科
学
的
根
拠
、
経
済
的
論
拠
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に
、
確
た
る
教

義
的
・
教
学
的
根
拠
に
基
づ
い
た
議
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
必
要
と
な
る
の
が
教
化
学
と
い
う
考
え
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
蓮
聖
人
の
教

え
の
中
に
答
え
は
必
ず
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
現
代
に
ど
う
活
か
す
か
、
も
し
も
日
蓮
聖
人
が
今
こ
の
世
界
に
お
ら
れ
た
ら
、
ど
の
よ
う

な
答
え
を
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
末
木
氏
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　
一
方
に
硬
直
化
し
た
宗
派
の
教
理
が
あ
り
、
他
方
に
教
理
否
定
の
現
場
主
義
が
あ
る
。
い
わ
ば
そ
れ
が
、
震
災
が
浮
き
彫
り
に
し
た

日
本
の
仏
教
の
現
状
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
は
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
両
者
が
結
び
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
ま
す
。
と
い
う
か
、
現
場
の
発
想
か
ら
本
当
に
現
実
に
力
の
あ
る
教
理
思
想
を
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か⑧
。

　
原
発
問
題
と
い
う
現
実
の
問
題
と
日
蓮
聖
人
の
教
学
と
を
別
々
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
教
学
に
答
え
を
求
め
つ
つ
、
原
発
問
題
に
取

り
組
む
中
か
ら
教
化
を
考
え
て
い
く
。
そ
う
い
っ
た
姿
勢
が
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
大
震
災
以
降
、
死
者
へ
の
供
養
や
復
興
へ
の
祈
り
、
願
い
な
ど
が
注
目
さ
れ
、
ま
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
評
価
も
含
め
て
仏
教
界
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に
世
間
の
目
が
集
ま
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
現
状
に
お
い
て
、
我
々
が
原
発
関
連
企
業
で
働
く
人
や
福
島
の
人
、
こ
れ
か
ら
原
発
問
題
と

長
い
年
月
を
か
け
て
向
き
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
本
中
の
人
々
に
対
し
て
今
後
ど
の
よ
う
に
行
動
し
教
化
し
て
い
く
の
か
。

我
々
も
ま
た
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

①
　
宮
澤
賢
治
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
二
巻
上
（
一
九
七
五
年

　
筑
摩
書
房
）
十
頁

②
　
宮
澤
賢
治
「
集
会
案
内
」『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
二
巻
下
（
一
九
七
五
年

　
筑
摩
書
房
）
一
六
八
頁

③
　
内
山
節
『
文
明
の
災
禍
』（
二
〇
一
一
年

　
新
潮
社
）
三
七
頁

④
　
同
上

　
四
五
〜
四
六
頁

⑤
　
同
上

　
九
一
頁

⑥
　
末
木
文
美
士
『
現
代
仏
教
論
』（
二
〇
一
二
年

　
新
潮
社
）
三
七
〜
三
八
頁

⑦
　
同
上

　
三
八
頁

⑧
　
同
上

　
六
九
〜
七
〇
頁
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