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大
島
堅
一

著

『
原
発
の
コ
ス
ト
』(

岩
波
新
書)

［
５
４
３
／
Ｏ
２
／
１
］

夏
を
ひ
か
え
て
，
国
と
関
西
は
大

飯
原
発
の
再
稼
働
問
題
に
揺
れ
て
い

る
。
日
本
の
原
発
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

問
題
は
，
今
が
思
案
の
と
き
で
あ
る
。

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
事
故
が
起
こ
っ

た
１
９
８
０
年
代
後
半
，
日
本
で
も

原
発
論
争
が
高
ま
っ
た
時
期
が
あ
っ

た
。
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
・
廣

瀬
隆
の
原
発
の
恐
ろ
し
さ
を
指
摘
し

た
著
書
が
物
議
を
か
も
し
，
今
は
な

き
ロ
ッ
ク
歌
手
・
忌
野
清
志
郎
の
原

子
力
政
策
を
批
判
し
た
歌
が
発
売
禁

止
に
な
っ
た
の
も
こ
の
頃
だ
っ
た
。

そ
し
て
日
本
は
原
発
の
道
を
選
び
，

１
９
９
０
年
代
以

降
は
，
地
球
温
暖

化
に
対
す
る
危
機

感
や
原
油
高
騰
の

中
，
私
達
は
い
つ

の
ま
に
か
こ
の
問

題
を
忘
れ
て
し
ま

っ
た
気
が
す
る
。

原
発
の
「
安
全
性
」
や
「
経
済
性
」

不
透
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
が
，
本
書

で
は
，
原
発
の
コ
ス
ト
（
経
済
性
）

の
問
題
が
わ
か
り
や
す
く
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
政
府
の
『
エ
ネ
ル
ギ
ー
白

書
』
で
は
，
原
発
の
発
電
コ
ス
ト
（
建

設
費
・
燃
料
費
・
運
転
維
持
費
か
ら

算
出
）
は
他
の
発
電
よ
り
も
安
い
。

し
か
し
，
実
際
は
そ
れ
以
外
に
，
研

究
開
発
，
立
地
対
策
，
廃
棄
物
処
理

な
ど
に
大
き
な
費
用
を
か
か
る
し
，

今
回
の
よ
う
な
事
故
が
起
こ
る
と
，

電
力
会
社
が
負
担
す
べ
き
損
害
賠
償
，

事
故
収
束
，
廃
炉
費
用
の
他
に
，
放

射
能
汚
染
や
さ
ま
ざ
ま
な
被
害
に
対

し
て
莫
大
な
「
社
会
的
費
用
」
が
必

要
と
な
る
。

こ
の
本
に
は
，
次
世
代
を
生
き
る

若
者
に
環
境
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と

を
し
っ
か
り
考
え
て
ほ
し
い
と
い
う

思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。「
脱
原
発

は
可
能
だ
」
と
い
う
が
，
本
当
に
そ

う
な
の
か
，
節
電
の
夏
に
考
え
て
み

よ
う
。

松
本
清
張

著

『
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
』

(

新
潮
文
庫)

［
９
１
８
／
Ｍ
１
６
／
１
Ｉ
３
５
］

数
々
の
推
理
小
説
を
世
に
出
し
た

松
本
清
張
の
出
世
作
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
ミ
ス
テ
リ
ー
で
は
な
い
。

初
め
て
こ
の
小
説
を
読
ん
だ
二
〇

代
の
頃
は
、
な
ん
て
辛
い
物
語
だ
ろ

う
と
思
っ
た
。
重
い
障
害
を
持
つ
主

人
公
・
田
上
耕
作
は
、
聡
明
な
努
力

家
だ
っ
た
が
、
そ
の
地
道
な
努
力
は
、

結
局
、
報
わ
れ
な
か
っ
た
。

「
勝
ち
組
」「
負
け
組
」
な
ど
と
い

う
人
生
に
お
け
る
成
功
や
失
敗
の
ほ

と
ん
ど
は
、
外
か
ら
の
評

価
に
よ
る
も
の
だ
。
一
般

に
世
評
と
い
う
も
の
は
、

本
人
の
心
の
有
様
な
ど
考

慮
し
な
い
。
ゆ
え
に
耕
作

は
、
世
間
一
般
か
ら
み
れ

ば
恵
ま
れ
な
い
弱
者
で
あ

り
、
決
し
て
成
功
者
で
は

な
い
。
ま
た
、
た
と
え
健
常
で
才
能

に
恵
ま
れ
て
い
よ
う
と
、
人
生
は
一

筋
縄
で
は
行
か
な
い
。
そ
し
て
、
ど

れ
ほ
ど
苦
労
し
て
も
努
力
を
重
ね
て

い
て
も
、
そ
れ
が
実
を
結
ぶ
か
ど
う

か
は
、
そ
の
途
上
に
あ
る
者
に
は
わ

か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
！
と
決
め
た
こ
と
を
着
実
に
積
み

重
ね
て
い
く
こ
と
は
楽
し
い
。
そ
の

結
果
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
過

程
が
楽
し
い
の
だ
。
ど
の
よ
う
な
状

況
に
置
か
れ
て
い
よ
う
と
、
目
標
を

持
つ
こ
と
で
人
は
豊
か
に
生
き
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
自
ら
が
活

き
活
き
と
し
た
日
々
を
送
る
こ
と
は
、

読 書 案 内

身
近
な
人
た
ち
を
、
自
分
の
こ
と
を

大
切
に
思
っ
て
く
れ
る
ま
わ
り
の
人

た
ち
を
、
幸
せ
に
す
る
だ
ろ
う
。

再
読
し
て
、
耕
作
の
人
生
は
憐
れ

な
も
の
で
も
悲
し
い
も
の
で
も
な
か

っ
た
と
思
え
た
。
志
し
た
研
究
を
続

け
る
日
々
は
、
充
実
感
に
満
た
さ
れ

て
い
た
に
違
い
な
い
。

で
き
れ
ば
、
皆
さ
ん
が
自
分
の
人

生
を
歩
み
始
め
る
今
と
、
そ
の
道
の

半
ば
に
差
し
掛
か
っ
た
頃
の
二
度
、

こ
の
作
品
に
触
れ
て
ほ
し
い
と
思
う
。

Ｊ
・
Ｄ
・
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー

著

『
ナ
イ
ン
・
ス
ト
ー
リ
ー
ズ
』

(

新
潮
文
庫)

［
９
３
３
／
Ｓ
１
９
／
１
］

日
常
に
ち
ょ
っ
と
く
た
び
れ
た
と

き
、
翻
訳
小
説
を
よ
く
読
み
ま
す
。

少
し
古
い
時
代
、
社
会
、
人
物
、
一

風
変
わ
っ
た
言
葉
遣
い
、
そ
う
し
た

非
日
常
性
が
や
ん
わ
り
と
疲
れ
を
癒

し
て
く
れ
る
気
が
す
る
の
で
す
。

こ
の
本
は
、『
ラ
イ
麦
畑
で
つ
か
ま

え
て
』
の
作
者
、
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
の

自
選
短
編
集
で
す
。
小
説
の
舞
台
は

２
０
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
、
登
場
人
物

た
ち
は
ど
こ
か
戦
争
の
影
を
引
き
ず

っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
一
見
す
る
と
、

私
た
ち
に
は
縁
が
薄
い
人
々
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
彼
ら
が
時
に

不
条
理
で
不
寛
容
な
現
実
に
対
し
衝

突
と
挫
折
を
繰
り
返
し
な
が
ら
生
き

て
い
く
有
様
に
は
親
近
感
を
覚
え
ま

す
。
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る
の
に
、

言
葉
に
な
ら
な
く
て
や
り
き
れ
な
さ

を
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

自
分
の
こ
と
を
誤
解
さ
れ
て
、
悔
し

い
思
い
を
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
そ
の
一
方
で
、
他
人
の
思
い
や

り
や
、
何
気
な
い
事
柄
や
景
色
に
心

が
救
わ
れ
た
こ
と
も
数
知
ら
ず
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
本
を
読
ん
で
い
る
と
、
誰
し

も
が
何
か
に
傷
つ
き
な
が
ら
生
き
て

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
考

え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
傷
つ
い
た
と
き

に
こ
う
す
れ
ば
い
い
ん
だ
！
と
明
快

な
解
決
策
を
提
示
し
て
く
れ
る
本
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
き
っ
と
、

抱
え
る
痛
み
に
静
か
に
寄
り
添
っ
て
、

心
を
満
た
し
て
く
れ
る
本
で
す
。
九

つ
の
物
語
の
な
か
で
、
私
の
お
気
に

入
り
は
『
小
舟
の
ほ
と
り
で
』
で
す
。

幼
い
少
年
の
家
出
と
い
う
出
来
事
を

通
じ
て
母
の
深
い
慈
し
み
を
、
サ
リ

ン
ジ
ャ
ー
の
人
間
に
対
す
る
愛
情
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
複
数
翻

訳
が
で
て
い
ま
す
が
、
野
崎
孝
氏
の

訳
が
お
勧
め
で
す
。
大
人
へ
と
成
長
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し
て
い
く
皆
さ
ん
に
是
非
読
ん
で
欲

し
い
本
で
す
。

吉
田
伸
夫

著

『
宇
宙
に
果
て
は
あ
る
の
か
』

(
新
潮
社)

［
４
４
３
／
Ｙ
３
／
１
］

現
在
の
宇
宙
観
に
達
す
る
ま
で
に
、

科
学
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
試
行
錯

誤
を
繰
り
返
し
て
き
た
か
に
つ
い
て

述
べ
た
本
で
す
。
物
理
選
択
で
な
く

て
も
、
興
味
が
あ
れ
ば
読
め
ま
す
。

科
学
者
が
間
違
い
を
繰
り
返
す
様

子
や
、
苦
労
し
な
が
ら
研
究
し
て
い

る
様
子
を
読
む
と
、
普
通
の
人
間
の

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
苦
労
無
し
に

分
か
る
人
間
な
ど
誰
も
い
な
い
。
誤

り
や
修
正
を
重
ね
な
が
ら
、
少
し
ず

つ
進
展
し
て
き
た
。
そ
れ
で
も
、
今

日
ま
で
信
じ
て
い
た
こ
と
が
、
明
日

に
は
く
つ
が
え
る
可
能
性
な
ど
い
く

ら
で
も
あ
る
。
そ
う
い
う
状
況
な
の

だ
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

同
時
代
の
科
学
者
に
先
駆
け
て
宇

宙
の
始
ま
り
（
ビ
ッ
グ
バ
ン
宇
宙
）

に
つ
い
て
述
べ
た
ガ
モ
フ
に
つ
い
て

は
、
著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。

「
近
似
の
し
か
た
の
誤
り
や
単
純
な

計
算
ミ
ス
な
ど
、
ガ
モ
フ
の
論
文
に

は
、
間
違
い
が
山
の
よ
う
に
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
天
才
的
な

先
駆
者
で
あ
る
と
い
う
評
価
は
揺
る

が
な
い
。
科
学
に
対
す
る
全
幅
の
信

頼
に
基
づ
い
て
、
人
間
の
知
性
が
お

よ
ば
な
い
と
思
わ
れ
た
領
域
に
大
胆

に
踏
み
こ
ん
で
い
く
チ
ャ
レ
ン
ジ
精

神
の
す
ば
ら
し
さ
に
比
べ
た
ら
、
元

素
合
成
の
説
明
が
的
を
射
て
い
な
か

っ
た
こ
と
な
ど
、
さ
さ
や
か
な
誤
り

で
し
か
な
い
。」

こ
の
言
葉
に
し
び
れ
ま
し
た
。
未

知
の
事
柄
へ
踏
み
込
ん
で
い
く
と
き
、

信
じ
る
べ
き
は
人
間
の
感
覚
や
信
仰

な
ど
で
は
な
く
、
客
観
的
な
デ
ー
タ

や
理
論
に
裏
付
け
ら
れ
た
事
柄
で
し

ょ
う
。
全
幅
の
信
頼
と
言
え
る
ほ
ど

の
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
す
が
れ
る
と
し
た
ら
、
科
学
し

か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

金
谷

治

訳
注

『
論
語
』(

岩
波
書
店)

［
０
８
１
／
Ｉ
１
Ｉ
９
／
２
０
２
Ｉ
１
］

「
徳
不
孤
」。
卒
業
ア
ル
バ
ム
の
達

筆
の
書
。
つ
い
先
日
ま
で
「
論
語
」

里
仁
第
四
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
気

付
か
な
か
っ
た
。
岩
波
文
庫
で
，
何

度
か
目
は
通
し
た
は
ず
な
の
だ
が
。

こ
の
四
月
，
岡
山
在
，
同
期
の
友

人
が
，
六
稜
会
館
で
「
閑
谷
学
校
と

論
語
」
を
テ
ー
マ
に
講
演
し
，
そ
の

際
，
彼
が
編
者
の
「
論
語
カ
ル
タ
」<

図
書
館
に
あ
る>

を
手
に
入
れ
た
。
そ

の
一
枚
が
「
徳
不
孤
，
必
有
鄰
」。
そ

う
，《
必
ず
隣
り
有
り
》
な
の
だ
。
恩

師
方
は
，
世
の
中
に
出
て
行
く
私
た

ち
に
こ
の
言
葉
を
贈
っ
て
下
さ
っ
て

い
た
。
自
ら
の
教
員
生
活
も
終
え
よ

う
と
し
て
い
る
今
に
，
遠
い
過
去
か

ら
，
恩
師
方
の
エ
ー
ル
の
声
が
聞
こ

え
る
。
励
ま
し
，
勇
気
づ
け
る
声
が
。

そ
し
て
，
そ
の
声
は
，
さ
ら
に
遙
か

遠
く
二
千
五
百
年
前
の
魯
の
国
で
，

一
人
の
師
匠
が
弟
子
た
ち
を
励
ま
し

た
声
で
あ
り
，
時
の
流
れ
を
超
え
て

今
も
響
く
。

中
公
新
書
「
論
語
」
湯

浅
邦
弘
著
，「
孔
子
―
漂
白

の
哲
人
」
竹
川
光
太
郎
著

（
海
竜
社
）
，
岩
波
新
書
「
論

語
入
門
」
井
波
律
子
著
，

祥
伝
社
新
書
「
一
気
に
通

読
で
き
る
完
訳
『
論
語
』
」

佐
久
協
著
。
３
月
末
か
ら

６
月
上
旬
の
間
の
論
語
に
関
す
る
新

刊
本
で
あ
る
。
今
も
魯
の
先
師
の
言

葉
が
木
魂
し
て
い
る
。
弟
子
一
人
一

人
の
個
性
に
応
じ
，
厳
し
い
が
，
ユ

読 書 案 内

ー
モ
ア
と
機
知
に
溢
れ
る
言
葉
を
交

わ
す
。
傲
慢
さ
に
激
し
く
憤
り
，
自

ら
の
老
い
に
悲
嘆
す
る
人
間
味
豊
か

な
一
人
の
師
の
姿
が
そ
れ
ら
の
本
か

ら
伝
わ
っ
て
く
る
。

図
書
館
に
は
，

表
記
以
外
に
も
朝
日
選
書
版
等
が
収

め
ら
れ
て
い
る
が
，
で
き
れ
ば
一
冊

座
右
に
お
く
こ
と
を
勧
め
る
。

梨
木
香
歩

著

『
家
守
綺
譚
』(

新
潮
社)

［
９
１
３
／
Ｎ
５
５
／
１
］

『
村
田
エ
フ
ェ
ン
デ
ィ
滞
土
録
』

(

角
川
書
店)

［
９
１
３
／
Ｎ
５
５
／
３
］

梨
木
香
歩
さ
ん
は
、
私
の
好
き
な

作
家
の
ひ
と
り
で
す
。
私
が
初
め
て

彼
女
の
作
品
を
読
ん
だ
の
は
中
学
生

の
と
き(

最
初
に
読
ん
だ
の
は
「
西
の

魔
女
が
死
ん
だ
」)

で
し
た
が
、
ど
の

作
品
で
も
、
彼
女
の
書
く
文
章
は
言

葉
の
選
び
方
が
と
て
も
丁
寧
だ
な
と

感
じ
ま
す
。

今
回
挙
げ
た
２
冊
は
、
そ
れ
ぞ
れ

別
の
物
語
で
す
が
、
２
つ
の
作
品
の

主
人
公
が
お
互
い
に
友
人
同
士
で
あ

り
、
双
方
の
話
の
中
に
も
う
一
方
の

主
人
公
の
話
が
登
場
す
る
た
め
、
併

せ
て
紹
介
し
ま
す
。

時
代
は
今
か
ら
百
年
ほ
ど
昔
。
前

者
は
物
書
き
を
生
業
と
す
る
主
人
公

が
、
亡
く
な
っ
た
友
人
の
家
の
家
守

を
し
つ
つ
、
季
節
の
移
ろ
い
を
綴
っ

た
も
の
。
四
季
折
々
の
草
花
・
風
景

の
描
写
が
風
雅
で
、
其
処
此
処
に
現

れ
る
不
思
議
な
も
の
た
ち
と
の
交
流

も
微
笑
ま
し
い
。
後
者
は
考
古
学
者

と
し
て
土
耳
古(

ト
ル
コ)

に
派
遣
さ

れ
た
村
田
が
、
彼
の
地
で
経
験
す
る

出
来
事
を
描
い
た
も
の
。
異
国
の
地

で
文
化
や
国
民
性
の
違
い
に
た
じ
ろ

ぎ
な
が
ら
も
、
民
族
や
宗
教
を
異
に

す
る
友
と
出
会
い
、
互
い
の
持
つ
多

様
な
価
値
観
を
受
け
入
れ
な
が
ら
過

ご
す
さ
さ
や
か
な
日
々
と
、
背
後
に

迫
る
国
と
国
と
の
対
立
と
が
対
照
的

で
す
。

著
者
の
言
葉
は
大
仰
で
な
く
、
そ

の
た
め
に
か
え
っ
て
胸
に
ス
ト
ン
と

届
く
も
の
が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
常

識
や
理
解
の
外
に
あ
る
も
の
を
受
け

入
れ
る
こ
と
、
物
事
の
様
々
な
立
場

を
理
解
す
る
こ
と
。
当
た
り
前
の
よ

う
で
い
て
実
際
に
行
う
こ
と
は
難
し

い
、
そ
う
い
う
こ
と
を
当
た
り
前
に

で
き
る
人
で
あ
り
た
い
と
思
わ
せ
て

く
れ
る
作
品

で
す
。
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