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□会津学知会ﾃｰﾏ資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014.04

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ⅰ：面接授業資料「原子力とﾒﾃﾞｨｱ」（早稲田大学教授：伊藤守）2013.11.9-10

　1.原子力ﾒﾃﾞｨｱ01-06

　2.図1、図2-3

　3.表1-3

　4.資料1-3

Ⅱ：原子力政治家

Ⅲ：避難状況

Ⅳ：面接授業ﾒﾓ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

年表　　　　　　　　　　　　正力松太郎

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1885.4.11　　　　　　　 富山県射水郡（現　射水市）父・正次郎（土建請負業）母・キヨ　の次男として誕生

　　　　　　　　　　　　高岡中学（現　県立高岡高等学校）

　　　　　　　　　　　　第四高等学校（現　金沢大学）

1907　　　　　　　　　　東京帝国大学独法科入学　　　　　　　　　　　　 22歳

1911　　　　　　　　　　東京帝国大学卒業　内閣統計局へ　　　　　　　　 26歳

1912　　　　　　　　　　高等文官試験合格

1913　　　　　　　　　　警視庁入庁

1914　　　　　　　　　　警視に任官

1917　　　　　　　　　　警視庁第一方面監察官　早稲田大学学園騒動鎮圧　 32歳

1918　　　　　　　　　　米騒動鎮圧　　　　　　従六位

1919　　　　　　　　　　警視庁警務部刑事課長　　　　　　　　　　　　　 34歳

1921　　　　　　　　　　警視庁官房主事　　　　正六位

1923　　　　　　　　　　警視庁警務部長　　　　虎ノ門事件　　　　　　　 38歳

1924　　　　　　　　　　虎ノ門事件責任　　　　懲戒免官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　読売新聞買収　社長就任

1928　　　　　　　　　　京成疑獄事件　　　　　禁固4ｹ月（執行猶予2年）判決

1934　　　　　　　　　　巨人軍創立　　　　　　大ﾘｰｸﾞ選抜ﾁｰﾑ招聘

　　　　　　　　　　　　右翼団体「武神会」長崎勝助のﾃﾛに遭い瀕死の重傷　「天皇機関説」「神宮球場」

1940（昭和15年）　　　　大政翼賛会総務に就任　　　　　　　　　　　　　 57歳

1943　　　　　　　　　　翼賛政治会総務に就任

　　　　　　　　　　　　内閣情報局参与に就任

1944　　　　　　　　　　貴族議員に勅選される

　　　　　　　　　　　　小磯内閣顧問に就任

1945（昭和20年)　　　　A級戦犯に指定、巣鴨拘置所に収容　　　　　　　　　 60歳

1946　　　　　　　　　　公職追放

1947　　　　　　　　　　不起訴、釈放

　　　　　　　　　　　　・アンチ共産主義的な思想を評価

　　　　　　　　　　　　・CIA（中央情報局）の工作協力　　　　　　　　　ｱﾒﾘｶ国立公文書記録管理局

　　　　　　　　　　　　・ﾃﾚﾋﾞ放送導入　原子力発電の導入

　　　　　　　　　　　　・個人ｺｰﾄﾞﾈｰﾑ”podam”（我、通報す）

　　　　　　　　　　　　・日本政界に介入計画「Operation　Podalton」　　ｱﾒﾘｶ国立第2公文書館

1952　　　　　　　　　　日本ﾃﾚﾋﾞ初代社長就任

1955　　　　　　　　　　第27回衆議院議員総選挙　富山2区出馬　当選　　　　 70歳

　　　　　　　　　　　　第3次鳩山内閣、北海道開発長官

1956　　　　　　　　　　原子力委員会　　初代委員長に就任　”日本に原子力発電所を5年後に建設”

　 　※米国の実験用原子炉の導入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※原子力委員の湯川秀樹、抗議のため辞任

　　　　　　　　　　　　初代科学技術庁長官に就任

1957　　　　　　　　　　第1次岸内閣改造内閣で国務大臣（国家公安委員会委員長・科学技術庁長官・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原子力委員会委員長）に就任

1958　　　　　　　　　　読売新聞の社主に復帰

　　　　　　　　　　　　読売ﾃﾚﾋﾞ放送会長に就任

1962　　　　　　　　　　財団法人日本武道館初代会長

1964　　　　　　　　　　勲一等旭日大綬章（没後、勲一等旭日桐花受賞）

1967　　　　　　　　　　報知新聞社社主に就任

1969　　　　　　　　　　国立熱海病院で死去　　　　　　　　　　　　　　　　 84歳

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

年表　　　　　　　　　　　　中曽根康弘

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1918 群馬県高崎市末広町　中曽根松五郎（木材商）の次男として生まれる

1935 旧高崎中学校（現　県立高崎高等学校） 卒業(4年修了） 17歳

1938 静岡高等学校（現　静岡大学） 卒業

1941 東京帝国大学法学部政治学科 卒業

内務省

海軍主計中尉に任官

------------------------------------------------------------------

1945.8.6 広島に原爆投下

1945.8.9 長崎に原爆投下

1945.8.15 ﾎﾟﾂﾀﾞﾑ宣言受諾、敗戦

------------------------------------------------------------------

1946 内務省依願退職

1947（昭和22年） 第23回衆議院議員総選挙に立候補、初当選 29歳

------------------------------------------------------------------

1951.9.18 ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ講和条約、日米安保条約調印

------------------------------------------------------------------

1953 ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学夏期ｾﾐﾅｰ留学、ｷｯｼﾝｼﾞｬｰとの人脈を築く

1954 超党派政治家らと「原子力予算」国会提出、成立 「日本学術会議」を無視

・正力松太郎の参謀役、日本の原子力政策推進の両軸

------------------------------------------------------------------

1955.11.15 自由民主党誕生 保守合同、55年体制

1955.12.19 自民党・社会党421議員連盟での「原子力基本法」成立

------------------------------------------------------------------

1959 第2次岸内閣改造内閣の科学技術庁長官として入閣　原子力委員会委員長就任 41歳

1966 中曽根派結成

1967 第2次佐藤内閣第1次改造内閣の運輸大臣就任

1970 第3次佐藤内閣 　　 防衛庁長官

1971 第3次佐藤内閣改造内閣 自民党総務会長就任 53歳

1972（昭和47年） 第1次田中内閣 通産大臣・科学技術庁長官兼務

1974 三木内閣 自民党幹事長就任

1977 福田内閣改造内閣 自民党総務会長

1978 自民党総裁選挙に初出馬 60歳

1979 大平首相に退陣要求 「四十日抗争」

1980 鈴木内閣 行政管理庁長官

------------------------------------------------------------------

1982（昭和58年） 第71代内閣総理大臣就任 64歳

第1次中曽根内閣発足 国鉄・電電公社・専売公社の民営化

1983 第2次中曽根内閣発足

1984 第2次中曽根内閣第1次改造内閣 森喜郎文部大臣

1985 第2次中曽根内閣第2次改造内閣 ﾌﾟﾗｻﾞ合意、円高容認 小沢一朗自治大臣

1986 第3次中曽根内閣 宮沢喜一大蔵大臣

橋本龍太郎運輸大臣

1987 竹下登を後継者に指名して退陣 69歳

------------------------------------------------------------------

1989 ﾘｸﾙｰﾄ事件に関与、自民党離党

1990 派閥を渡辺美喜雄に譲る

1991 自民党に復党

1991 自民党比例北関東ﾌﾞﾛｯｸの終身1位を保証

1997 大勲位菊花大綬章を受章

2003 小泉純一朗首相から定年制導入のために引退を要求される、政界引退 85歳

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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□大熊町・浪江町への情報伝達と避難行動　

--------------------------------------------------------------------------------------------------

事項 大熊町 浪江町 2011.03.11

--------------------------------------------------------------------------------------------------

14:46 地震発生

15:42 10条通報

16:30 東電から電話連絡

16:36 原発事故官邸対策室設置

16:45 15条通報

17:10 県から電話連絡

19:03 原子力緊急事態宣言

原子力災害対策本部設置 連絡なし

20:50 [県が2㌔圏内避難指示] 連絡なし

21:23 [総理、3㌔圏内避難と

3～10㌔圏内退避指示] 連絡なし

2011.03.12

--------------------------------------------------------------------------------------------------

00:00 国土省から電話連絡

「ﾊﾞｽ70台手配」

05:44 総理、10㌔圏内避難指示

05:45 防護服を着用した警察官が

住民に「逃げろ」の指示 連絡なし

05:46 1号機注水開始

（周辺地域に放射線飛散）

06:00 首相補佐官から電話連絡 防護服を着用した

09:00 町民、田村町へ避難 警察官が放射線測定

13:00 町独自の指示で20㌔圏内避難

13:45 保安院「炉心溶融」に言及

15:30 役場を撤収し田村市に移す

15:36 1号機爆発 連絡なし 連絡なし

18:25 総理、20㌔圏内避難指示 連絡なし 連絡なし

2011.03.14

--------------------------------------------------------------------------------------------------

07:55 3号機の格納容器圧力上昇

11:01 3号機爆発 連絡なし

2011.03.15

--------------------------------------------------------------------------------------------------

05:30 統合本部設置

05:40 官房長官会見

06:10 2号機で爆発音 連絡なし

06:14 4号機で爆発音（壁に穴2箇所）

06:50 15条通報 連絡なし

11:00 総理、20～30㌔圏内屋内避難指示 連絡なし

13:00 町民、二本松市へ避難

14:00 役場を二本松に移す

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ「ﾃﾚﾋﾞは原発事故をどう伝えたか」（p172-173）伊藤守
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□福島第一原発事故の主な経過とﾃﾚﾋﾞ報道　

--------------------------------------------------------------------------------------------------

時間 事項 2011.03.11

--------------------------------------------------------------------------------------------------

14:46 地震発生

15:27 津波第一波

15:35 津波第二波 全交流電源喪失

15:42 10条通報

16:36 原発事故官邸対策室設置

16:45 15条通報 「非常用炉心冷却装置（ECCS）注水不能）

17:40 NHK「15条通報」伝える

19:03 原子力緊急事態宣言、原子力災害対策本部設置

21:23 総理、3㌔圏内避難、3㌔～10㌔圏内屋内退避指示

※各局とも原発事故を伝えるが、電源車到着により電源回復が可能であることを想定した報道

2011.03.12

--------------------------------------------------------------------------------------------------

01:30 東電、経済産業大臣に1号機のﾍﾞﾝﾄを申し入れ

03:20 官房長官会見、1号機ﾍﾞﾝﾄを予定と発言

05:44 総理、10㌔圏内避難指示

05:46 1号機連続注水作業開始

※専門家による、ﾌﾘｯﾌﾟを用いた原子炉の健全性を強調する解説報道

06:50 経済産業大臣、1号機ﾍﾞﾝﾄ命令

10:17 1号機S/C（圧力抑制失）ﾍﾞﾝﾄ弁によるﾍﾞﾝﾄ作業開始

11:36 3号機、原子炉隔離時冷却系＝RCICが停止

12:35 3号機、高圧注水系＝HPCIが起動

13:45 原子力安全・保安院、「炉心溶融」言及

15:36 1号機爆発（※日本ﾃﾚﾋﾞ系の福島中央ﾃﾚﾋﾞが速報）

※16:50前後に1号機爆発を日本ﾃﾚﾋﾞ・NHK・ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞが伝える

18:25 総理、20㌔圏内避難指示

19:04 1号機海水注入

20:41 官房長官会見、「1号機格納容器破損はない」

2011.03.13

--------------------------------------------------------------------------------------------------

02:42 3号機HPCIを手動停止、注水不能

04:40 保安院、原発事故ﾚﾍﾞﾙ4を宣言

05:58 3号機、ECCS不能

08:41 3号機格納容器ﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝ構成完了

09:25 3号機淡水注入開始（12:20　淡水枯渇）

※各局は、「核燃料棒の一部損傷は一つの可能性にとどまる」と報道

10:48 正門付近で、1015ﾏｲｸﾛSv観測

13:12 3号機海水注入

17:20 保安院会見、「3号機爆発の可能性」に言及

18:00 官房長官会見、「放射能による健康被害はない」

2011.03.14

--------------------------------------------------------------------------------------------------

07:55 3号機格納容器圧力上昇

11:01 3号機爆発

12:39 官房長官会見、「格納容器の健全性は確保されている」

13:25 2号機冷却機能喪失

16:16 官房長官会見

16:34 2号機海水注入

21:03 官房長官会見

21:42 原発敷地内で3100ﾏｲｸﾛSv観測
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2011.03.15

--------------------------------------------------------------------------------------------------

05:30 福島原子力発電所事故対策統合本部設置

05:40 官房長官会見

06:10 2号機で爆発音

06:14 4号機で爆発音、壁に穴2箇所

08:00 保安院会見、「圧制御室損傷」と発表

08:04 官房長官会見、「放射能の閉じ込めに障害」

08:30 原発敷地内で8217ﾏｲｸﾛSv観測

08:33 東電会見で記者が、「ごまかすの、やめましょう」と発言

09:38 4号機火災発生

※NHK「日本の原発で最悪の事態が起きつうある」と報道

10:22 3号機付近で400㍉Svを観測

11:00 首相会見「20～30㌔圏内屋内避難指示」

11:05 首相会見、「放射能が人体に影響を及ぼす可能性がある」

15:47 東電会見、「3号機海水注入再開」

2011.03.16

--------------------------------------------------------------------------------------------------

05:45 4号機火災発生

08:34 3号機白煙を確認

11:15 東電、3号機の白煙は使用済核燃料ﾌﾟｰﾙからの蒸発と推定

11:15 官房長官会見、「4号機に水を入れる準備」

12:04 保安院会見、「ただちに人体に影響がでる値ではない」

※この段階でも各局は、「人体への影響がある値ではない」と報道

17:55 官房長官会見、「ただちに人体に及ぼす数値ではない」

18:14 自衛隊ﾍﾘによる注水を断念

2011.03.17

--------------------------------------------------------------------------------------------------

09:48 自衛隊ﾍﾘによる水の投下

11:28 防衛大臣会見、「今日が限度」

19:35 自衛隊、地上から3号機に放水

※各局は放射性物質の飛散を軽視する報道を続ける

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ「ﾃﾚﾋﾞは原発事故をどう伝えたか」（p262-263）伊藤守



G:/会津学知会/原子力発電所とﾒﾃﾞｨｱ2013.10.面接授業 Fri, 21 Mar 2014 14:02:44

- 1 -

原子力発電所とﾒﾃﾞｨｱ 放送大学面接授業ﾒﾓ 　　　　　　　　　早稲田大学教授　伊藤守　2013.10.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------

□ﾒﾃﾞｨｱと情報の研究 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ時代の課題と役割。

□ﾃﾚﾋﾞと原子力の関係 問題と捉え方 ﾃﾚﾋﾞは原発をどう取上げたか。

1981～2013 NHK　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化保存。 242万件（ｱｰｶｲﾌﾞ　ｺﾝﾃﾝﾂ数）

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1952 ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ講和条約

ソ連　水素爆弾実験成功 米ソ冷戦時代

1953 原子力開発はｵｰﾌﾟﾝ 国際的に管理 ｱｲｾﾞﾝﾊﾜｰ大統領の国連演説

「ｱﾄﾑｽﾞ・ﾌｫｰ・ﾋﾟｰｽ」演説

1954 米国ﾋﾞｷﾆ水爆実験 第五福竜丸 "死の灰"

1954.11.3 「ｺﾞｼﾞﾗ」公開

---------------------------------------------------------------------------------------------------

[映像]

1955 原子力平和利用のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ (読売新聞)

正力松太郎衆議院議員当選

原子力平和利用博覧会

1956 原子力委員会設置 初代委員長　正力松太郎

1957 原子力研究所 第1号機原子炉　初臨界

1963 原子力研究所 動力試験炉で初の原子力発電

---------------------------------------------------------------------------------------------------

□正力松太郎 東大 警察官僚

衆議院議員　 反共産主義者

CIAｴｰｼﾞｪﾝﾄ　暗号名”PODAM”「ﾎﾟﾀﾞﾑ」

「日本ﾃﾚﾋﾞとCIA」「発掘された正力ﾌｧｲﾙ」有島哲夫

①原子力の父

②野球の父 読売野球ｸﾗﾌﾞ

③ﾃﾚﾋﾞの父 米国の技術

---------------------------------------------------------------------------------------------------

米国の技術（正力）か日本の基礎研究（日本学術）か

国民は、原子力の平和利用 夢のｴﾈﾙｷﾞｰ　ﾃﾚﾋﾞは「社会を啓蒙する」役割

※USIS（米国広報文化交流局）の役割 USIS映画製作と配給

情報の格差 米国からの情報のみ USIA（米国情報局）

1994 「原発導入のｼﾅﾘｵ」 NHK 90年代 原発事故・増幅炉・ﾌﾟﾙﾄﾆｭｰﾑ

ｳﾗﾝ235 濃縮ｳﾗﾝ 米国の核戦略 同盟国への核武装

反原発 ⇔ 原発の平和利用　-　「毒をもって毒をせいす」⇔　「共産化」

読売新聞　日本ﾃﾚﾋﾞ 大ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

米国・旧ソ連は核のﾌﾞﾛｯｸ政策（軍事ﾌﾞﾛｯｸ）

産業用ｴﾈﾙｷﾞｰ　→ 原子力

政府与党・自民党　←　正力松太郎　→　柴田秀利

日本の原子力開発、戦後10年　平和利用

東海村 長期的膨大な国家予算

人形峠 ｳﾗﾝ鉱

[映像]

60年代 福井県　敦賀原発工事 村は新築ﾌﾞｰﾑ 科学と観光　→　原発が実験から日常生活へ

70年代 深刻化する公害や航空機事故などの社会問題。医学・工学・最先端研究などの時代を科学視点から

捉える番組。仮説と検証 赤木昭夫・小出五郎

1973 浪江町　原発反対 「新日本紀行」NHK

福島県の政治家　田中角栄「日本列島改造論」

原発立地　原発反対　住民運動　→　ﾃｰﾏ化さらた映像 ﾛｰｶﾙな状況へ着目　科学的ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ

環境問題　公害問題　 各地で原発建設反対運動
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1968 水俣病 「公害」認定

1969 原子力船「むつ」浸水式

1971 環境庁発足 ﾁｯｿ本社前抗議行動

1970-1991 伊方原発反対運動

80年代 ｳﾗﾝ235の核分裂 中性子 制御棒

ﾍﾟﾚｯﾄ　2800℃　 蒸気→ﾀｰﾋﾞﾝ

第一世代 原研 全体の安全・危険性のわかる専門化

第二・三世代 専門が細分化された専門知識 3.11での専門家の説明は？

耐震設計 金井武 日大　生産工学部

南海ﾄﾗﾌ ・敦賀ﾄﾗﾌ → 東海地震説　加速度計算不可能　300ｶﾞﾙの加速度M6～M7

浜岡原発（中部電力） 自動停止装置 最大地震に耐える設計

安政東海地震M6

東海地震の予測

1976 「あすへの記録 原子炉安全ﾃｽﾄ」

1997 「あすへの記録 耐震設計」

・直下型地震では、金井式では設計不可能

・科学的仮説

・浜岡原発の安全性に疑問

・原発は本当に安全化？ 科学的仮説がゆらぐ、疑問

NHK 報道局　⇔　政策局（ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ）

原発と町づくり共存共栄 所有権はとらない

1979 ｽﾘｰﾏｲﾙ島原発事故

ﾈﾊﾞﾀ（ﾗｽﾍﾞｶｽ）地下核実験

米国の原子力基礎研究所 国の施設を企業が運営 核の応用技術へ

ﾃﾚﾋﾞと原発は、同時期に ﾃﾚﾋﾞと世論

50～70年代 原発は夢のｴﾈﾙｷﾞーだ！

70年代 科学番組

80年代 ﾄﾗﾌﾞﾙ　事故多発 情報隠し

1970～ 反原発の動き

1986 ﾁｭﾘﾉﾌﾞｲﾘ事故 「何故日本では、安全神話なのか？」 ﾏｽﾒﾃﾞｨｱの機能は　

[映像]

青森県　 農協中央会　青年部　「反核」提言　→　農家

六ヶ所村 農政と核燃料事業

森の安全な農作物 政治への目覚め　反自民

1988 原発景気は一時的

---------------------------------------------------------------------------------------------------

巻町と原発 東北電力 用地 町長選 原発推進

住民投票 議会・町の条例

[映像]

1994.4 佐藤町長 地方自冶-民主主義？ →　住民

　 →　議会？

　　　 住民投票 原発は、住民の意思は

1995.1 自主住民投票

1995.7 住民投票条例

1996.1 笹口氏　町長当選 原発反対派

---------------------------------------------------------------------------------------------------

”核は夢”→　核の科学的評価　→　事故　→　反核と安全神話

　　 ↓

核の危険性

---------------------------------------------------------------------------------------------------

もんじゅの事故隠し 東北電力は 巻町の政治風土

新潟放送 「原発に映る民主主義」 民意は議会　VS　自分たちの意思表明

（→直接民主主義）
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民放局の取材力→ﾄｯﾌﾟかｽﾎﾟﾝｻｰか？ 東北電力（ｽﾎﾟﾝｻｰ）に反する番組作成のﾘｽｸ

地放の密着した取材番組は、全国ﾈｯﾄで放送されるのはごくわずか。中央と地方の落差拡大

---------------------------------------------------------------------------------------------------

[映像]

1986.4.26 ﾁｭﾘﾉﾌﾞｲﾘ事故 真実は情報操作 世界は国家は何を考えた。

石棺で調査する科学者ﾁｰﾑ 強い放射線

IAEAの報告書 核燃料は96%が、石棺に残る

ﾁﾘﾉﾌﾞｲﾘ事故原因報告書（1991） 停止ﾎﾞﾀﾝ制御　欠陥電子機器

旧ｿ連政府のｳｿ報告　ｸﾚﾑﾘﾝの舞台裏 ｺﾞﾛﾊﾞﾁｮﾌ

旧ｿ連の核開発→核兵器 軍事秘密

旧ｿ連崩壊後 ｿ連科学ｱｶﾃﾞﾐ総裁 ﾚｶﾞｿﾌ博士

[IAEA]

1994 「ﾁｭﾘﾉﾋﾞｲﾘ隠された事故報告」NHK

事故責任 2人の作業員

旧ｿ連（政府） 構造欠陥を知っていた→作業員のﾐｽ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

今回の3.11は、何が解明されたか、 特定秘密保護法案? 3.11に関するﾃﾞｰﾀを隠す？

情報と公開の重要性

[映像]

1999 JCO事故 83日間の闘病

------------------------------------------------------------------

中曽根康弘 原子力関連法

田中角栄 新ｴﾈﾙｷﾞｰ 「原子力」 日本列島改造論

------------------------------------------------------------------

※「原発とは、政治家としての求心力をもたらし、政財界に確固とした影響力をもたらし、多額の政治資金と

　派閥をもたらし地位を揺るぎないものにするための道具だったのだ。」（「原発・正力・ＣＩＡ」有馬哲夫）

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1969 田中幹事長 「原発立地支援交付金」 反対運動をねじ伏せる

「日本列島改造論」建設・電力・官僚・学会

電源3法　→　地元に莫大な交付金

1973 ｵｲﾙｼｮｯｸ 石油危機　→　「原発一辺倒」 ※地震と原発の危険性

原発誘致と国土開発と地方

[映像]

1999 JCO事故 国内最大の原発事故 東海村臨界事故 JOC社員

青い光 臨界 ｳﾗﾝ燃料加工 中性子　2万倍

事故から1h後、臨界事故の連絡 住民へ防災無線

3人が被爆 JCO社員は逃げる 住民は、村長は、県は 野中官房長官

専門的判断ｼｽﾃﾑ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

JCOの教訓から3.11の対応のしかた 情報ｼｽﾃﾑの構築 報道関係者は何を学んだか！

①JCO経営困難 ﾘｽﾄﾗ　技術継承

②動燃からの発注が不規則　会社ﾏﾆｱﾙは効率化へ　ｳﾗﾝ濃縮　ﾊﾞｹﾂ

東京大学付属病院 前川医師

大内久 2万倍の放射線 83日間の戦い 染色体が破壊 細胞が再生できない

3.11事故 PM3:36 福島1号機爆破　PM3:40　日本ﾃﾚﾋﾞ　PM4:50　専門家の説明　爆発でない

NHK、ﾌｼﾞ　爆弁によるもの　3局が同じ説明

ｽﾎﾟﾝｻｰ・東電・報道機関

専門家とTV関係 政府と御用学者

--------------------------------------------------------------------------------------------------

□「専門家の細分化」

米国・英国ではｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ　→　ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑと専門分野をつなぐ

科学ｺﾐﾆｭｰｹｰｼｮﾝとは 行政・市民・科学者

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3.11で真剣に関わった局員は左遷？
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□ﾃﾚﾋﾞは何を伝えたか

・事故が起きたときだけの報道になっていなかったか。

・国、電力会社の情報公開・隠蔽の土俵でﾒﾃﾞｨｱは報道せざるえない複雑な環境。

・独自の視点、丹念な取材による調査報道ができたか。

□ﾃﾚﾋﾞﾒﾃﾞｨｱの可能性はあるか

・SNSに代表されるﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒﾃﾞｨｱによる多様な情報発信・受信のなかで

・「ｼﾝｸﾞﾙ・ﾎﾞｲｽ」で「安心」「混乱」「ﾊﾟﾆｯｸ」を避けるという報道の限界

・異なる知見・意見・主張を掲示する技法のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

・恣意的な専門家・ｺﾒﾝﾃｰﾀの選択を回避する枠組み

・SNSの「危うい」側面を回避するためにもﾃﾚﾋﾞ・新聞の機能は看過できない

・「ﾎﾟｽﾄ3.11以降」のﾃﾚﾋﾞﾒﾃﾞｨｱのｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ機能は後退

・ｱｰｶｲﾌﾞ化はできるか、検証作業の困難、地域への還元

・ﾒﾃﾞｨｱの検証は誰ががやるのか、自己検証すらないままで

□熟慮民主主義（Deliberative　Democracy）にとって不可欠な情報環境の姿

・政府・自冶体の情報公開制度

・ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ機能の強化

・「特定秘密保護法」

--------------------------------------------------------------------------------------------------

　　　 　　　　　　Kazumitu.Satou

　


