
＼なるほど∫/

マスメカ アの報道

センセ…ショナルなニュースに

振り回されないで

警
鐘
報
道
が
あ
ふ
れ
る
裏
側
に
は
…

「放
射
能
が
く
る
」
「安
全
な
食
べ
も
の
な
ん

て
も
う
な
い
か
ら
」
「し
の
び
寄
る
脳
内
被
ば
く
」

…
…
。
こ
れ
ら
は
、
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
後

に
発
行
さ
れ
た
週
刊
誌
の
タ
イ
ト
ル
の
一部
で
す
。

週
刊
誌
に
限
ら
ず
新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
報

道
の
多
く
は
、
「危
な
い
」
と
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル

に
警
鐘
を
鳴
ら
す
も
の
。
そ
し
て
、
「危
な
い
が
、

こ
う
対
処
す
れ
ば
大
丈
夫
」
と
い
う
よ
う
な

ク処

方
箋
ク
を
示
し
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
報
道
に

接
し
た
人
々
が
不
安
に
陥
っ
た
の
は
当
然
で
す
。

た
だ
し
、
私
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
報
道
の

多
く
が
科
学
的
な
妥
当
性
を
欠
き
、
不
必
要
に
恐

怖
を
あ
お
る
も
の
で
し
た
。

な
ぜ
、
メ
デ
ィ
ア
は
警
鐘
報
道
に
走
る
の
か
？

そ
れ
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
人
々
の
関
心
を
引
く
の

を
商
売
に
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
「危
な
い
」
と
見

出
し
に
あ
れ
ば
、
「わ
ざ
わ
ざ
お
金
を
出
し
て
も
、

こ
の
週
刊
誌
を
買
っ
て
対
策
を
練
ら
ね
ば
」
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
見
出
し
に

「大
丈
夫
そ
う
だ
」

と
あ
っ
た
ら
、
多
く
の
人
は

「あ
あ
、
も
う
気
に

し
な
く
て
い
い
ん
だ
な
」
と
思
い
、
週
刊
誌
を
買

お
う
と
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。

テ
レ
ビ
番
組
も
似
て
い
ま
す
。
「危
な
い
」
と

視
聴
者
に
思
わ
せ

「○
○
を
食
べ
れ
ば
い
い
」
な

ど
と
情
報
を
単
純
化
し
て
伝
え
る
と
、
視
聴
率
は

上
が
り
ま
す
。
情
報
が
人
々
に
好
ま
れ
る
か
ど
う

か
が
大
事
で
、
科
学
的
に
正
し
い
か
ど
う
か
は
二

の
次
に
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
す
。

環
境
ホ
ル
モ
ン
の
大
騒
ぎ
は
ど
こ
へ

こ
の
よ
う
な
傾
向
が
顕
著
に
表
れ
た
事
例
は
、

以
前
に
も
あ
り
ま
し
た
。
″環
境
ホ
ル
モ
ン
″
騒

動
で
す
。
１
９
９
０
年
代
後
半
、
化
学
物
質
が

人
の
ホ
ル
モ
ン
に
似
た
作
用
を
し
て
、
生
殖
を
か

く
乱
し
た
リ
キ
レ
る
子
ど
も
を
産
み
出
し
た
り
す

る
、
と
テ
レ
ビ
や
新
聞
、
週
刊
誌
な
ど
が
盛
ん
に

伝
え
ま
し
た
。
そ
の
時
も
、
科
学
者
の
中
に
は
反

対
意
見
が
多
数
あ
っ
た
の
で
す
が
、
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
は
取
り
上
げ
ず
大
騒
ぎ
。
し
か
し
、
国
が
数

百
億
円
を
投
じ
て
研
究
し
て
も
、
人
に
環
境
ホ
ル

モ
ン
作
用
を
持
つ
物
質
は
確
認
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

上だ
。今

、
環
境
ホ
ル
モ
ン
問
題
を
取
り
上
げ
る
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
も
、
胎
児
な
ど
ヘ

の
影
響
を
こ
つ
こ
つ
調
べ
て
い
る
研
究
者
も
い
る

の
で
す
が
、
そ
う
し
た
研
究
も
顧
み
ら
れ
ま
せ
ん
。

科
学
者
の
中
に
は
原
発
事
故
後
の
現
状
を

「情

報
災
害
」と
指
摘
す
る
人
も
い
ま
す
。
地
震
、津
波
、

原
発
事
故
に
加
え
て
、
間
違
っ
た
情
報
が
氾
濫
す

る
災
害
も
起
き
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

情
報
を
出
す

「ビ
ジ
ネ
ス
」
で
あ
る
報
道
に
は

必
ず
、
バ
イ
ア
ス

（ゆ
が
み
）
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
こ
と
を
意
識
し
て
、
情
報
は
吟
味
し
て
受
け
止

め
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

腑 腑

●「なるほど食卓の安全判の過去記事が読めま蔦 http//w― coopnetjp/products/anzengaku/

松永 和紀

京都大学大学院農学研究科修士課程修了 (農芸化

学専攻)。新聞社勤務を経てフリーの科学ライターに。著

書に「メディアプヾイアスあやしい健康情報とニセ科判

など。科学的根拠のある食情報を発信する消費者団体

「フーコA」を4月に設立。F00COM NETlフ ーコムネット)

hm//wwwfoocom net/

■ 一つの記事、ニュースを頭から信じ込むのはやめて、ほかのメディアがど

のような取り上げ方をしているかを調べる

口 全国紙だから、一流週刊誌だから正しいとは限らず、間違った報道もか

なり行われていることを意識する

口 これは安全、あれは危険、と単純に区分けする情報は、警戒する

□ 放射能汚染の影響の程度は、放射線量や汚染の程度など「量」によって

大きく異なるので、検査値、測定値の大きさに注目する

国 マスメディアの報道、市民団体などの主張や検査結果、国や自治体、研

究機関などの提供情報、検査結果など多様な情報を比べて、考える

ロ チェルノブイリ原発事故後の放射能汚染は日本の現状と大きく異なるの

で、「チェルノブイリで起きたから日本でも」と論じる情報は警戒する

口 個人の体験談は、すべての人に当てはまるものではなくウツの可能性も

あるので、警戒する
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