
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
五
日
提
出

質

問

第

一

四

二

号

日
印
原
子
力
協
定
に
関
連
す
る
「
見
解
及
び
了
解
に
関
す
る
公
文
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

142



日
印
原
子
力
協
定
に
関
連
す
る
「
見
解
及
び
了
解
に
関
す
る
公
文
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
一
日
、
安
倍
総
理
と
訪
日
中
の
イ
ン
ド
の
モ
デ
ィ
首
相
は
日
印
首
脳
会
談
を
行
い
、
「
原
子
力
の

平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
イ
ン
ド
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
」
（
「
本
協
定
」
と
い
う
。
）
に

署
名
し
た
。

こ
の
本
協
定
に
関
連
し
、
「
見
解
及
び
了
解
に
関
す
る
公
文
」
（
「
公
文
」
と
い
う
。
）
が
確
認
、
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
公
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
は
日
本
語
と
し
て
不
十
分
な
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
の
権
利
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね

な
い
国
家
間
の
取
極
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
が
読
ん
で
も
理
解
困
難
で
あ
り
、
不
親
切
極
ま
り
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。

一

公
文
の
一
（
�
）
に
お
い
て
、
具
体
的
な
事
柄
を
記
載
せ
ず
に
、
「
当
時
の
イ
ン
ド
共
和
国
外
務
大
臣
プ
ラ
ナ
ー
ブ
・
ム

カ
ジ
ー
氏
が
二
千
八
年
九
月
五
日
に
行
っ
た
声
明
」
（
以
下
「
九
月
五
日
の
声
明
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
当
該
声
明
を
指

し
示
し
た
理
由
は
何
か
。
こ
の
よ
う
な
表
現
で
は
国
民
は
こ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
全
く
分
か
ら
な
い
。
政
府
の
見

解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

公
文
で
い
う
「
九
月
五
日
の
声
明
」
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

一



三

公
文
の
一
（
�
）
に
お
い
て
、
「
日
本
側
代
表
団
の
代
表
は
」
、
九
月
五
日
の
声
明
が
「
協
定
の
下
で
の
両
国
間
の
協
力

の
不
可
欠
の
基
礎
を
成
す
旨
述
べ
た
」
と
あ
り
、
公
文
の
二
に
お
い
て
、
公
文
の
一
の
内
容
に
関
し
て
、
「
両
国
の
見
解
の

正
確
な
反
映
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
九
月
五
日
の
声
明
」
が
協
定
の
下
で
の
両
国
の
協
力
の

不
可
欠
な
基
礎
を
な
す
と
日
本
側
か
ら
述
べ
た
こ
と
を
イ
ン
ド
側
が
了
解
し
た
と
い
う
意
味
な
の
か
。
あ
る
い
は
イ
ン
ド
側

が
了
解
し
た
か
、
了
解
し
な
い
か
の
問
題
で
は
な
く
、
単
に
日
本
側
が
そ
う
述
べ
た
旨
だ
け
を
認
知
し
た
と
い
う
意
味
な
の

か
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
解
釈
で
は
な
く
、
さ
ら
に
別
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
日
本

語
と
し
て
不
十
分
な
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
の
権
利
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
国
家
間
の
取
極
め
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
不
親
切
極
ま
り
な
い
。
国
民
に
分
か
り
や
す
い
言
葉
を
用
い
て
、
こ
の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
示
さ

れ
た
い
。

四

公
文
の
一
（
�
）
に
お
い
て
、
公
文
の
一
（
�
）
と
は
別
内
容
の
こ
と
を
日
本
側
が
述
べ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
右
の
三
の
問
と
同
様
に
、
こ
の
部
分
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
日
本
側
か
ら
述
べ
た
こ
と
を
イ

ン
ド
側
が
了
解
し
た
と
い
う
意
味
な
の
か
。
あ
る
い
は
イ
ン
ド
側
が
了
解
し
た
か
、
了
解
し
な
い
か
の
問
題
で
は
な
く
、
単

に
日
本
側
が
そ
う
述
べ
た
旨
だ
け
を
認
知
し
た
と
い
う
意
味
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
よ
う
な
解
釈
で
は
な
く
、
さ
ら
に
別
の
こ

二



と
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
日
本
語
と
し
て
不
十
分
な
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
の
権
利
義
務
に
影
響
を
及

ぼ
し
か
ね
な
い
国
家
間
の
取
極
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
親
切
極
ま
り
な
い
。
国
民
に
分
か
り
や
す
い
言
葉
を
用
い
て
、
こ

の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

公
文
の
一
（
�
）
に
お
い
て
、
さ
ら
に
別
内
容
の
日
本
側
が
述
べ
た
こ
と
が
記
載
を
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て

も
、
こ
の
公
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
日
本
側
か
ら
述
べ
た
こ
と
を
イ
ン
ド
側
が
了
解
し
た
と
い
う
意
味
な
の
か
。
あ
る

い
は
イ
ン
ド
側
が
了
解
し
た
か
、
了
解
し
な
い
か
の
問
題
で
は
な
く
、
単
に
日
本
側
が
そ
う
述
べ
た
旨
だ
け
を
認
知
し
た
と

い
う
意
味
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
よ
う
な
解
釈
で
は
な
く
、
さ
ら
に
別
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
国
民
に
分
か
り
や
す
い
言

葉
を
用
い
て
、
こ
の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

公
文
の
一
（
�
）
に
お
い
て
、
「
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
協
定
の
適
用
を
受
け
る
核
物
質
の
再
処
理
は
、
協
定
第

十
四
条
�
の
規
定
に
従
っ
て
停
止
さ
れ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
日
本
側
の
見
解
な
の
か
、
イ
ン
ド
側
の
見
解
な
の
か
、
あ

る
い
は
両
国
の
共
通
の
見
解
な
の
か
。
さ
ら
に
こ
の
公
文
で
は
、
こ
の
見
解
が
ど
ち
ら
の
見
解
で
あ
る
に
せ
よ
、
イ
ン
ド
側

は
こ
の
記
述
に
関
し
、
そ
う
し
た
見
解
が
あ
る
こ
と
を
認
知
し
、
そ
の
見
解
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の

か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
を
了
解
し
た
か
了
解
し
な
い
か
の
問
題
で
は
な
く
、
単
に
そ
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
旨
だ
け
を
認
知
し

三



た
と
い
う
意
味
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
よ
う
な
解
釈
で
は
な
く
、
さ
ら
に
別
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
繰
り
返
す
が
、
こ
の

よ
う
な
表
現
は
、
日
本
語
と
し
て
不
十
分
な
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
の
権
利
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
国
家
間
の
取

極
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
親
切
極
ま
り
な
い
。
国
民
に
分
か
り
や
す
い
言
葉
を
用
い
て
、
こ
の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
の

政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

七

公
文
の
一
（
�
）
に
お
い
て
、
「
異
議
を
申
し
立
て
る
権
利
を
留
保
す
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
異
議
を
申
し
立
て
る

権
利
」
を
行
使
し
な
い
と
い
う
意
味
な
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
意
味
な
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

八

公
文
の
一
（
�
）
に
お
い
て
、
二
つ
の
「
補
償
」
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
「
発
電
の
中
断
」
と
「
契
約
上
の
義
務
の

中
断
」
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
側
か
ら
日
本
側
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
補
償
に
関
す
る
請
求
が
発
生
す
る
場
合
も
あ
る
と
政
府
は

認
識
し
て
い
る
の
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

九

公
文
の
両
国
の
署
名
者
で
あ
る
、
大
菅
岳
史
氏
、
ア
マ
ン
デ
ィ
ー
プ
・
シ
ン
・
ギ
ル
氏
の
官
職
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

公
文
の
了
解
事
項
は
、
本
協
定
の
下
で
の
両
国
間
の
協
力
に
及
ぼ
す
影
響
は
ど
の
程
度
の
も
の
と
考
え
て
い
る
の
か
。
例

え
ば
、
公
文
の
一
（
�
）
の
記
述
に
あ
る
核
物
質
の
再
処
理
の
停
止
は
イ
ン
ド
側
の
義
務
と
な
っ
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見

解
を
示
さ
れ
た
い
。

四



右
質
問
す
る
。

五


