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東
日
本
大
震
災
と
福
島
で
の
原
子
力
災
害
の
発
生
は
、
戦
後
の
政
治
に
つ
い
て
考
え
る
契
機
に
な
っ
た
。
震

災
復
興
の
過
程
で
復
興
予
算
が
不
適
切
に
消
化
さ
れ
た
り
、
復
興
事
業
に
住
民
の
意
見
や
意
思
が
反
映
さ
れ
な

か
っ
た
り
と
、
日
本
の
旧
い
政
治
体
質
が
露
呈
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
原
発
事
故
は
、
現
代
日
本
の
豊
か
な
暮

ら
し
が
原
発
と
い
う
、危
険
で
は
あ
る
が
、大
量
に
電
気
を
供
給
で
き
る
「
文
明
の
利
器
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
き
た
こ
と
を
私
た
ち
に
気
づ
か
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
危
険
な
原
発
が
「
原
子
力
ム
ラ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
利

益
共
同
体
に
よ
っ
て
、
巧
妙
か
つ
強
硬
に
推
進
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
、
原

発
の
前
で
民
主
主
義
は
立
ち
尽
く
す
、
と
い
っ
た
状
態
を
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
放
置
し
て
き
た
の
だ
。

　

他
方
で
、
今
回
の
大
震
災
と
原
発
事
故
は
、
日
本
の
社
会
と
政
治
を
変
え
る
大
き
な
可
能
性
も
垣
間
見
せ
て

い
る
。
毎
週
金
曜
日
に
は
首
相
官
邸
前
で
多
く
の
人
々
が
集
ま
り
、
政
府
の
原
子
力
政
策
に
異
を
唱
え
続
け
て

い
る
。
ま
た
、
世
論
調
査
で
も
原
発
の
維
持
・
推
進
に
疑
問
を
も
つ
声
が
、
国
民
の
な
か
で
多
数
を
占
め
て
い

る
。
大
都
市
で
の
華
や
か
で
高
度
な
消
費
生
活
に
憧
れ
る
こ
と
も
な
く
、
地
元
で
の
慎
ま
し
い
生
活
や
親
密
な

人
間
関
係
を
大
切
に
す
る
新
し
い
世
代
も
育
ち
つ
つ
あ
る
。
バ
ブ
ル
時
代
ま
で
の
日
本
社
会
の
価
値
観
と
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
は
、
確
実
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

　

政
治
の
場
に
目
を
転
じ
る
と
、
景
気
回
復
と
経
済
成
長
を
掲
げ
る
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
が
も
て
は
や
さ
れ
、
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公
共
事
業
の
大
盤
振
舞
い
と
い
う
二
〇
世
紀
型
の
政
策
が
大
手
を
振
っ
て
ま
か
り
通
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
経

済
的
課
題
を
優
先
す
る
こ
と
で
隠
し
て
い
た
安
倍
首
相
の
も
う
一
つ
の
顔
、
国
家
主
義
的
な
側
面
も
見
え
始
め

て
い
る
。
特
定
秘
密
保
護
法
の
制
定
や
国
家
安
全
保
障
会
議
の
設
置
を
強
行
し
、
解
釈
改
憲
に
よ
る
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
も
射
程
に
入
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
と
の
軍
事
的
一
体
化
を
重
視
し
、
靖
国
神
社
や
領
土
、
教
育

と
い
っ
た
分
野
で
の
安
倍
政
権
の
国
家
主
義
的
な
姿
勢
を
み
て
い
る
と
、
そ
の
点
で
も
二
〇
世
紀
型
の
旧
い
政

治
は
強
い
生
命
力
を
保
っ
て
い
る
。

　

三
・
一
一
が
生
み
出
し
た
新
し
い
経
済
社
会
へ
の
希
求
と
旧
い
二
〇
世
紀
型
の
保
守
政
治
へ
の
回
帰
を
、
私

た
ち
は
目
の
あ
た
り
に
し
て
い
る
。
旧
い
経
済
社
会
モ
デ
ル
は
行
き
詰
ま
り
、
そ
れ
に
立
脚
す
る
旧
い
政
治
も

賞
味
期
限
切
れ
を
迎
え
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
の
政
党
シ
ス
テ
ム
に
は
新
し
い
経
済
社
会
モ
デ
ル
を
提
示
し
、

そ
れ
を
築
く
政
治
主
体
は
本
格
的
に
登
場
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
現
在
は
旧
い
政
治
と
新
し
い
政
治
の
端
境

期
で
あ
り
、
相
克
の
時
代
を
私
た
ち
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
市
民
が
考
え
、
話
し
合
い
、
行
動
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
高
ま
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
情
報
と
知
識
、
経
済
社
会
と
政
治
を
理
解
し
て
分
析
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
が
大
切
で

あ
る
。
普
通
の
市
民
が
知
り
、
考
え
、
実
践
へ
と
至
る
こ
と
、
生
き
、
暮
ら
し
、
働
き
、
楽
し
み
な
が
ら
社
会

を
変
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
私
た
ち
は
痛
感
し
て
い
る
。
社
会
運
動
を
テ
ー
マ
に
し
た
著
書
の
な
か
で
小
熊
英

二
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

動
く
こ
と
、
活
動
す
る
こ
と
、
他
人
と
と
も
に
「
社
会
を
作
る
」
こ
と
は
、
楽
し
い
こ
と
で
す
。
す
て
き
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な
社
会
や
、
す
て
き
な
家
族
や
、
す
て
き
な
政
治
は
待
っ
て
い
て
も
、
と
り
か
え
て
も
、
現
れ
ま
せ
ん
。
自

分
で
作
る
し
か
な
い
の
で
す
。	

（
小
熊
英
二
『
社
会
を
変
え
る
に
は
』
講
談
社
、
二
〇
一
二
年
、
五
〇
二
頁
）

　

そ
う
、
そ
の
と
お
り
。
有
権
者
で
あ
り
市
民
で
も
あ
る
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
日
常
生
活
の
な
か
で
知
り
、

考
え
、
政
治
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
社
会
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識

か
ら
、
私
た
ち
は
新
し
い
実
践
の
政
治
学
を
書
く
こ
と
に
し
た
。
ポ
ス
ト
・
フ
ク
シ
マ
の
時
代
の
新
し
い
政
治

に
つ
い
て
考
え
始
め
る
た
め
に
。

　
　

二
〇
一
四
年
二
月

編
著
者　

畑
山
敏
夫


