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◆
原
発
問
題
は
誰
の
せ
い
？ 

 

こ
の
と
こ
ろ
、
「
○
○
市
で
ホ
ッ
ト

ス
ポ
ッ
ト
（
局
地
的
に
放
射
線
量
の
高

い
場
所
）
が
見
つ
か
っ
た
」
と
い
う
類

の
報
道
を
繰
り
返
し
耳
に
し
ま
す
。
こ

れ
は
、
わ
が
子
に
危
険
が
及
ば
な
い
よ

う
に
と
願
う
多
く
の
親
た
ち
が
、
子
ど

も
の
遊
ぶ
近
隣
の
放
射
線
量
を
計
っ

て
歩
い
た
結
果
、
発
見
さ
れ
た
も
の
だ 

              

そ
う
で
す
。
原
発
の
危
険
性
や
自
然
環

境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

ほ
と
ん
ど
真
剣
に
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が

三
月
の
原
発
事
故
以
降
、
放
射
線
か
ら

わ
が
子
を
守
り
た
い
と
い
う
大
勢
の

親
の
願
い
に
よ
っ
て
世
間
が
注
目
す

る
よ
う
に
な
り
、
国
や
電
力
会
社
の
対

応
を
批
判
す
る
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

人
体
の
み
な
ら
ず
、
自
然
環
境
に
も

大
き
な
被
害
を
も
た
ら
す
可
能
性
を

も
つ
原
発
は
、
確
か
に
恐
ろ
し
い
も
の

で
す
。
し
か
し
、
こ
の
お
そ
ろ
し
い
原

発
の
建
設
は
、
一
部
の
悪
意
あ
る
人
間

が
自
己
の
利
潤
の
た
め
だ
け
に
勝
手

に
行
っ
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私

に
は
、
ど
う
も
そ
う
は
思
え
ま
せ
ん
。

「
資
源
の
少
な
い
日
本
を
豊
か
に
す

る
た
め
に
」
「
化
石
燃
料
に
代
わ
る
安

全
で
安
定
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
日
本

の
す
べ
て
の
人
た
ち
に
」
と
、
将
来
の

日
本
経
済
の
活
性
化
や
物
質
的
繁
栄

の
た
め
に
、
誰
も
が
期
待
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
原
発
の
稼

働
停
止
に
と
も
な
う
電
気
の
供
給
量

激
減
の
折
、
日
頃
享
受
し
て
い
た
便
利

な
生
活
が
原
発
の
恩
恵
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
み
な
実
感
さ
せ
ら
れ

た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
同
時
に
、
そ
う
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（2） 第 7 号             お 十 夜 号 
し
た
物
質
的
生
活
の
向
上
を
常
に
求

め
て
や
ま
な
い
の
が
私
た
ち
で
あ
り
、

多
く
の
人
の
物
質
的
欲
求
が
現
実
に

反
映
さ
れ
、
形
を
成
し
た
も
の
の
一
例

が
原
発
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 

◆
喜
足
小
欲
の
貪
・
不
喜
足
大
欲
の
貪 

法
然
上
人
は
、
も
ろ
も
ろ
の
煩
悩
の

根
源
で
あ
る

貪
り

む
さ
ぼ 

 

・
瞋い

か

り
・
痴
さ

お
ろ
か 

 

を
離
れ
き
ら
な
い
の
が
現
実
存
在
と

し
て
の
人
間
で
あ
り
、
そ
う
し
た
凡
夫

に
は
南
無
阿
弥
陀
佛
の
お
念
佛
以
外

に
救
い
の
道
は
な
い
と
教
え
ら
れ
ま

し
た
。
ま
こ
と
に
自
己
を
省
み
れ
ば

「
美
味
し
い
も
の
が
食
べ
た
い
」
「
新

し
い
家
電
が
欲
し
い
」
な
ど
な
ど
、
よ

り
良
い
生
活
を
求
め
て
や
ま
ぬ
姿
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
貪
り
の
気
持
ち
を

押
し
と
ど
め
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
、
次
か
ら
次
へ
と
貪
り
の
気
持
ち
が

湧
い
て
く
る
の
も
私
た
ち
で
す
。
そ
ん

な
人
間
の
性
を
よ
く
ご
承
知
の
法
然

上
人
は
、
貪
は
貪
で
も
「
喜
足
小
欲
の

貪
」
ま
で
に
し
て
お
き
な
さ
い
と
お
諭

し
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

あ
る
が
上
に
も
さ
ら
に
欲
し
が
る
底

な
し
の
大
欲
を
、
せ
め
て
足
る
を
喜
べ

る
小
欲
の
生
活
く
ら
い
に
お
さ
え
て

お
き
ま
し
ょ
う
ね
と
、
仰
せ
な
の
で
す
。 

◆
物
欲
か
ら
佛
浴
へ 

「
欲
し
い
欲
し
い
」
の
貪
り
の
気
持

ち
が
ム
ラ
ム
ラ
と
湧
き
上
が
っ
て
き

た
と
き
に
は
、
「
な
む
あ
み
だ
ぶ
、
な

む
あ
み
だ
ぶ
」
と
お
念
佛
を
お
称
え
し

て
み
て
く
だ
さ
い
。
自
然
に
佛
さ
ま
の

お
顔
が
浮
か
ん
で
、
「
こ
ん
な
自
分
で

い
い
の
か
な
？
」
と
、
内
省
す
る
心
持

ち
が
湧
い
て
ま
い
り
ま
す
。
「
な
む
あ

み
だ
ぶ
つ
」
と
お
称
え
し
た
と
き
の
私

の
心
は
如
来
さ
ま
の
光
明
に
照
ら
し

出
さ
れ
、
ま
る
で
、
洗
濯
物
の
汚
れ
が

漂
白
剤
で
浮
き
上
が
る
よ
う
に
、
ガ
ツ

ガ
ツ
と
し
た
自
分
の
貪
り
の
気
持
ち

に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
同
時
に
、
そ
ん

な
自
分
が
家
族
や
友
人
、
地
域
、
自
然
、

そ
し
て
如
来
さ
ま
や
ご
先
祖
さ
ま
な

ど
、
日
頃
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
恩
恵
を
受

け
、
護
り
育
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
思

い
至
り
、
今
有
る
こ
と
の
有
難
さ
を
感

じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
お
念
佛
を
称
え
終

わ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
ん
な
自
分
の
た
め

に
こ
れ
だ
け
多
く
の
も
の
が
支
え
と

な
っ
て
く
れ
て
い
る
事
実
が
有
難
く

感
じ
ら
れ
、
気
が
つ
け
ば
物
欲
は
小
さ

く
な
り
、
心
は
ち
ょ
っ
ぴ
り
温
か
い
気

持
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

物
質
的
欲
求
（
物
欲
）
で
は
な
く
、
如

来
さ
ま
の
光
明
と
恩
徳
に
浴
す
る
（
佛

浴
）
生
活
が
、
足
元
に
あ
る
幸
せ
に
気

づ
く
ヒ
ン
ト
と
な
る
は
ず
で
す
。 

◆
今
こ
そ
利
害
・
損
得
に
振
り
回
さ
れ 

な
い
生
き
方
を
！ 

「
信
仰
」
と
い
う
と
、
熱
心
な
新
宗

教
の
信
者
さ
ん
を
想
起
さ
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
本
当
の
信
仰
は
生
活

の
中
に
自
然
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、
自
分
の
い
た
ら
な
さ
に
気
づ

き
、
他
者
を
優
し
く
抱
擁
す
る
心
を
育

ん
で
く
れ
る
も
の
で
す
。
成
熟
し
た
宗

教
に
排
他
的
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

法
然
上
人
の
お
念
佛
の
教
え
は
、
男
女

や
人
種
と
い
っ
た
生
ま
れ
も
、
職
業
も

罪
の
軽
重
も
問
わ
ず
、
生
活
の
い
か
な

る
場
面
で
も
勤
め
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
い
か
な
る

時
も
称
え
れ
ば
、
如
来
さ
ま
と
離
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

世
間
の
物
差
し
は
、
経
済
や
物
質
的

豊
か
さ
に
お
け
る
利
害
や
損
得
が
基

準
に
な
っ
て
い
ま
す
。
い
ま
多
く
の
人

が
こ
れ
に
振
り
回
さ
れ
て
、
た
だ
あ
く

せ
く
と
自
分
の
生
活
を
守
る
た
め
だ

け
に
働
き
、
時
に
生
き
る
意
味
さ
え
忘

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
人
も
見
受
け
ら

れ
ま
す
。
原
発
の
問
題
も
、
大
多
数
の
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利
益
の
た
め
な
ら
、
少
数
の
犠
牲
は
や

む
を
得
な
い
と
い
う
世
間
の
経
済
的

な
価
値
判
断
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

出
世
間
、
如
来
さ
ま
の
物
差
し
は
、

す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が

輪
廻
の
苦
し
み
か
ら
離
れ
、
平
等
に
心

の
平
安
を
得
る
た
め
に
は
ど
う
し
た

ら
よ
い
の
か
が
基
準
と
な
り
ま
す
。
誰

か
が
つ
ら
い
思
い
を
し
て
い
た
な
ら

ば
、
そ
の
人
の
も
と
に
駆
け
寄
る
慈
愛

の
心
を
持
ち
、
い
ま
有
る
も
の
を
喜
ぶ

小
欲
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
理
想
と

さ
れ
ま
す
。
如
来
さ
ま
や
菩
薩
さ
ま
の

よ
う
に
は
な
れ
な
い
私
た
ち
で
す
が
、

日
頃
か
ら
お
念
佛
を
お
称
え
し
、
い
つ

で
も
如
来
さ
ま
と
離
れ
な
い
生
活
を

送
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
お
念
佛
を
お

称
え
し
て
常
に
自
ら
を
省
み
、
如
来
さ

ま
に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
な
喜

足
小
欲
の
念
佛
生
活
を
送
る
こ
と
こ

そ
、
利
害
・
損
得
に
振
り
回
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
心
安
ら
か
に
生
き
る
た
め
に

肝
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

十
一
月
に
は
、
日
頃
か
ら
お
導
き
く

だ
さ
っ
て
い
る
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の

御
徳
を
讃
え
る
お
十
夜
法
要
が
ご
ざ

い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
一
緒
に
大
き
な
声
で

お
念
佛
を
お
称
え
い
た
だ
き
た
く
存

じ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

合
掌 

 

《
光
照
院
青
少
年
育
成
善
導
会
発
足
》 

三
月
十
一
日
に
起
こ
っ
た
東
日
本

大
震
災
の
直
後
、
光
照
院
で
は
檀
信
徒 

               

の
み
な
さ
ま
か
ら
託
さ
れ
た
義
捐
金

を
も
と
に
「
光
照
院
青
少
年
育
成
善
導

会
」
と
い
う
団
体
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

こ
の
団
体
は
、
今
回
の
大
震
災
の
よ
う

な
災
害
の
他
、
事
故
や
家
庭
の
問
題
等

で
生
活
に
困
難
を
抱
え
て
い
る
青
少

年
の
た
め
に
経
済
的
、
人
間
関
係
的
な

援
助
を
行
い
、
豊
か
な
人
間
性
を
育
ん

で
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
活
動

し
ま
す
。 

す
で
に
春
彼
岸
よ
り
光
照
院
檀
信

徒
の
協
力
の
も
と
、
ア
メ
や
チ
ョ
コ
レ

ー
ト
、
オ
ム
ツ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
物

資
を
被
災
地
域
の
青
少
年
に
届
け
る

な
ど
の
活
動
を
は
じ
め
て
お
り
、
現
在

で
は
被
災
地
域
に
お
い
て
活
動
す
る

諸
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
、
避
難
所
や

仮
設
住
宅
に
お
け
る
子
ど
も
会
な
ど

を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

今
後
も
長
期
に
わ
た
る
被
災
地
域

の
青
少
年
支
援
を
行
っ
て
い
く
予
定

で
す
。
恐
ろ
し
い
災
害
を
経
験
し
た
青

少
年
が
、
念
佛
の
み
教
え
を
い
た
だ
く

多
く
の
人
の
援
助
を
受
け
て
、
豊
か
な

人
間
性
を
育
み
、
将
来
、
そ
の
地
域
の

リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
更
に
若
い
世
代

を
牽
引
し
て
い
く
日
が
来
る
こ
と
を

願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
継
続
的
に
活
動

に
従
事
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
今

後
も
ご
協
力
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

《
大
遠
忌
記
念
知
恩
院
団
体
参
拝
》 

宗
祖
法
然
上
人
八
百
年
大
遠
忌
ご

祥
当
に
あ
た
る
今
年
、
光
照
院
で
も
総

本
山
知
恩
院
を
含
む
八
カ
寺
を
三
日

間
で
め
ぐ
る
団
体
参
拝
旅
行
を
企
画

い
た
し
ま
し
た
。
当
初
は
４
月
初
旬
の

予
定
で
し
た
が
、
震
災
の
影
響
か
ら
大

遠
忌
法
要
自
体
が
延
期
と
な
り
、
参
拝

旅
行
も
と
も
に
延
期
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
四
月
に
お
申
し
込
み

を
さ
れ
た
方
の
大
半
が
再
度
お
申
し

込
み
く
だ
さ
り
、
十
月
の
初
旬
、
さ
わ

や
か
な
秋
晴
れ
の
な
か
京
都
へ
出
発

い
た
し
ま
し
た
。 

参
拝
し
た
お
寺
は
宇
治
の
平
等
院

鳳
凰
堂
、
西
山
の
粟
生
野
光
明
寺
、
東

山
の
知
恩
院
・
安
養
寺
・
青
蓮
院
、
比

叡
山
の
法
然
堂
、
大
原
の
三
千
院
往
生
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極
楽
院
・
勝
林
院
で
す
。
「
い
つ
も
旅

行
は
晴
れ
に
な
る
ん
で
す
」
と
い
う
心

強
い
晴
れ
女
さ
ん
の
お
か
げ
か
、
全
日

程
を
快
晴
の
な
か
お
参
り
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
朝
五
時
頃
に
ホ
テ
ル

を
出
発
す
る
等
、
と
て
も
タ
イ
ト
で
ハ

ー
ド
な
日
程
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
み
な

さ
ま
笑
顔
で
お
念
佛
を
称
え
、
如
来
さ

ま
に
ご
対
面
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

そ
ん
な
楽
し
げ
な
お
念
佛
の
声
が
如

来
さ
ま
に
届
い
た
の
か
、
な
ん
と
光
照

院
一
行
全
員
が
浄
土
宗
ご
門
主
伊
藤

唯
眞
猊
下
よ
り
直
々
に
お
念
佛
を
授

か
る
貴
重
な
機
会
を
得
る
こ
と
も
で

き
ま
し
た
。
十
数
年
ぶ
り
の
光
照
院
団

体
参
拝
旅
行
は
、
ケ
ガ
も
な
く
和
や
か

な
雰
囲
気
の
な
か
東
京
に
戻
り
、
駅
で

お
十
念
を
お
称
え
し
て
解
散
し
た
の

で
し
た
。 

※
参
拝
旅
行
に
ご
参
加
く
だ
さ
っ
た

み
な
さ
ま
、
初
め
て
団
体
参
拝
旅
行

に
参
加
し
た
副
住
職
の
た
め
に
ご

協
力
を
賜
り
、
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
紙
面
に
て
略
儀
な

が
ら
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

合
掌 

《
住
職
の
動
向
》 

◆
平
成
二
三
年
五
月
～
八
月
総
本

山
知
恩
院
に
お
け
る
法
然
上
人
大
遠

忌
八
百
年
大
遠
忌
法
要
延
期
に
伴
う

後
処
理
と
十
月
開
白
に
向
け
た
準
備

の
た
め
、
光
照
院
の
施
餓
鬼
法
要
・
お

盆
回
向
の
他
は
、
知
恩
院
山
内
に
て
業

務
に
集
中
●
八
月
初
旬
～
九
月
末
脊

椎
間
狭
窄
症
の
治
療
と
白
内
障
の
手

術
の
た
め
一
時
光
照
院
で
静
養
。
お
盆

の
回
向
と
岩
手
県
大
船
渡
市
仮
設
住

宅
に
お
け
る
子
ど
も
会
に
参
加
す
る

他
は
、
治
療
に
専
念
。
●
十
月
二
日
知

恩
院
に
お
け
る
法
然
上
人
八
百
年
大

遠
忌
法
要
が
開
白
し
、
約
一
ヶ
月
に
わ

た
る
大
遠
忌
法
要
の
た
め
知
恩
院
の

業
務
に
邁
進
。 

 ※
大
遠
忌
法
要
の
た
め
、
住
職
は
ほ
と

ん
ど
京
都
の
知
恩
院
執
事
の
業
務

が
中
心
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
今
回

細
か
な
動
向
は
割
愛
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

           

 

《
光
照
院
お
十
夜
・
放
生
会
》 

日
程 

十
一
月
十
三
日(

日) 

御
斎

お

と

き 

十
一
時
三
十
分 

法
話 

十
二
時
十
五
分
～ 

法
要 

十
三
時 

（
注
）
御
斎
は
精
進
料
理
の
こ
と 

※
法
要
の
出
欠
と
塔
婆
の
申
込
、

ご
参
詣
の
人
数
を
同
封
の
ハ

ガ
キ
に
て
必
ず
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。 

              

《
光
照
院
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
》

「
浅
草
駅
」
か
ら
台
東
区
循
環
バ
ス

「
北
め
ぐ
り
ん
」
を
ご
利
用
に
な
る

場
合
は
、
九
番
「
清
川
一
丁
目
」
停

留
所
で
降
車
く
だ
さ
い
。「
甲
４
２
南

千
住
ゆ
き
」
バ
ス
ご
利
用
の
場
合
は
、

「
東
浅
草
」
停
留
所
で
降
車
く
だ
さ

い
。
ち
な
み
に
、
地
図
を
示
せ
ば
以

下
の
通
り
で
す
。
図
の
上
に
あ
る
停

が
東
浅
草
停
留
所
、
図
の
下
の
停
が

清
川
一
丁
目
停
留
所
で
す
。 

 

          
   光   

照   

院 

電  

話
（
三
八
七
二
）
八
四
八
七 

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
三
八
七
五
）
五
四
八
五 

都
バ
ス
（
甲
に
乗
る
）
東
浅
草
下
車 

浅
草
駅
前
発
北
め
ぐ
り
ん 

九
番
「
清
川
一
丁
目
」
下
車 

寺 

交 幼 

停 

停 珈 

御
仏
具
料
寄
進 

為 

壽
誓
発
念
信
女 

二
十
三
回
忌 

一
金
弐
拾
萬
圓 

為 
智
岸
徹
念
居
士 

五
十
回
忌 

 

一
金
壱
拾
萬
圓 

 

施
主 

郷 

栄
一
殿 

大原三千院往生極楽院ご本尊 


