
令
和
元
年
六
月
十
九
日
提
出

質
問
第
二
六
〇
号

原
子
力
規
制
委
員
会
が
職
業
上
の
放
射
線
防
護
の
た
め
の
国
際
基
準
の
和
訳
を
非
公
開
と
し
て
い
る
こ
と
に
関

す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子
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原
子
力
規
制
委
員
会
が
職
業
上
の
放
射
線
防
護
の
た
め
の
国
際
基
準
の
和
訳
を
非
公
開
と
し
て
い
る
こ
と
に
関

す
る
再
質
問
主
意
書

原
子
力
規
制
委
員
会
が
職
業
上
の
放
射
線
防
護
の
た
め
の
国
際
基
準
の
和
訳
を
非
公
開
と
し
て
い
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
主

意
書
（
以
後
、
前
質
問
）
に
よ
る
答
弁
で
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
既
に
、
被
ば
く
か
ら
労
働
者
を
保
護
す
る
た
め
の
新
た
な

基
準
の
ド
ラ
フ
ト
で
あ
る
Ｄ
Ｓ
�
�
�
も
、
内
容
が
確
定
し
た
Ｇ
Ｓ
Ｇ－

�
も
委
託
事
業
と
し
て
和
訳
を
さ
せ
入
手
し
て
い
る

が
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
（
国
際
原
子
力
機
関
）
許
諾
を
理
由
に
、
そ
の
ど
ち
ら
も
現
時
点
で
は
非
公
開
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。ま

た
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
は
、
同
基
準
を
テ
ー
マ
に
、
一
民
間
企
業
で
あ
る
株
式
会
社
千
代
田
テ
ク
ノ
ル
が
「
我
が
国
の
了

解
の
下
で
」
、
五
日
間
の
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
二
〇
一
七
年
十
月
に
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
主
催
し
た
こ
と
も
確
認
で
き
た
。
そ
の

千
代
田
テ
ク
ノ
ル
は
「
政
府
を
代
表
し
て
」
開
催
し
た
と
の
レ
ポ
ー
ト
を
載
せ
た
情
報
誌
を
発
行
し
て
お
り
、
「
了
解
」
と

「
代
表
」
の
間
で
認
識
に
ズ
レ
が
あ
る
な
ど
、
不
可
解
な
点
も
あ
る
。

よ
っ
て
、
再
質
問
す
る
。

一

前
質
問
二
の
�
「
規
制
庁
が
Ｄ
Ｓ
�
�
�
は
政
府
お
よ
び
原
子
力
規
制
庁
の
施
策
に
と
っ
て
重
要
性
ま
た
は
緊
急
性
の
高

一



い
も
の
だ
と
判
断
し
た
の
は
何
故
か
」
に
つ
い
て
、
政
府
は
「
原
子
力
規
制
委
員
会
と
し
て
、
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
関

す
る
規
制
活
動
等
に
関
す
る
最
新
の
知
見
の
一
つ
で
あ
る
と
判
断
し
た
」
と
答
弁
し
た
が
、
二
〇
一
八
年
三
月
に
既
に
「
翻

訳
を
行
っ
た
」
と
書
か
れ
た
時
点
か
ら
、
少
な
く
と
も
一
年
三
か
月
が
経
過
し
た
。
許
諾
を
得
る
手
続
き
は
い
つ
開
始
さ

れ
、
そ
の
後
の
進
捗
は
ど
う
で
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

前
質
問
三
で
、
仮
訳
が
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
提
供
で
き
な
い
合
理
的
な
根
拠
を
尋
ね
た
が
、
明
確
な
答
弁
が
な
か
っ
た
。

重
要
か
つ
緊
急
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
原
子
力
規
制
委
員
会
や
原
子
力
規
制
庁
が
先
ん
じ
て
内
部
で
利
用
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
国
会
に
も
仮
訳
段
階
で
提
供
で
き
る
こ
と
を
、
国
が
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
に
確
認
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
担
当
は
外
務
省
か
原
子

力
規
制
委
員
会
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

前
質
問
四
へ
の
答
弁
で
、
Ｄ
Ｓ
�
�
�
の
翻
訳
は
「
平
成
二
十
九
年
度
放
射
線
対
策
委
託
費
（
国
際
放
射
線
防
護
調
査
）

事
業
」
の
全
体
の
予
算
は
千
七
百
三
十
四
万
五
千
円
の
内
数
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

�

Ｄ
Ｓ
�
�
�
の
翻
訳
費
だ
け
で
い
く
ら
か
。

�

こ
れ
に
は
、
確
定
版
で
あ
る
Ｇ
Ｓ
Ｇ－

�
の
翻
訳
費
は
含
ま
れ
て
い
る
か
。
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
誰
に
ど

の
よ
う
に
委
託
を
し
た
か
、
ま
た
、
そ
の
委
託
費
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二



�

答
弁
に
よ
れ
ば
Ｄ
Ｓ
�
�
�
の
翻
訳
は
「
規
制
の
見
直
し
の
必
要
性
の
有
無
等
を
検
討
す
る
際
の
参
考
」
に
活
用
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
既
に
業
務
に
使
わ
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
翻
訳
は
公
表
す
べ
き
で
あ
る
。

参
考
の
結
果
、
実
際
に
見
直
さ
れ
た
点
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
今
後
の
見
直
し
に
つ
い
て
の
見
通
し
も
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

四

前
質
問
五
で
尋
ね
た
二
〇
一
八
年
二
月
一
日
発
行
の
「
Ｆ
Ｂ

Ｎ
ｅ
ｗ
ｓ
」
に
つ
い
て
の
答
弁
が
不
明
確
な
の
で
、
再
確

認
す
る
。

�

千
代
田
テ
ク
ノ
ル
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
「
Ｆ
Ｂ

Ｎ
ｅ
ｗ
ｓ
」
と
は
、
同
社
が
毎
月
一
回
発
行
し
て
い
る

「
放
射
線
安
全
管
理
総
合
情
報
誌
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
原
子
力
規
制
委
員
会
お
よ
び
原
子
力
規
制
庁
は
、
こ
の
情

報
誌
の
存
在
を
認
識
し
て
い
る
か
。

�

二
〇
一
八
年
二
月
一
日
発
行
の
「
Ｆ
Ｂ

Ｎ
ｅ
ｗ
ｓ
」
に
は
、
二
〇
一
七
年
十
月
に
五
日
間
を
か
け
て
茨
城
県
大
洗
町

で
開
催
し
た
職
業
上
の
放
射
線
防
護
に
関
す
る
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
つ
い
て
、
「
千
代
田
テ
ク
ノ
ル
が
日
本
政
府
の

代
理
と
し
て
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
共
同
開
催
し
た
世
界
初
の
試
み
で
あ
る
」
と
書
い
て
あ
る
。

一
方
、
政
府
答
弁
で
は
「
『
日
本
政
府
の
代
理
と
し
て
』
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御

三



指
摘
の
『
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
』
は
、
国
際
原
子
力
機
関
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、
我
が
国
の
了
解
の
下
で
、
我
が
国

に
お
い
て
、
同
機
関
と
株
式
会
社
千
代
田
テ
ク
ノ
ル
が
主
催
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
答
弁
を
行
っ
て
い
る
。

①

千
代
田
テ
ク
ノ
ル
が
「
日
本
政
府
の
代
理
と
し
て
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
共
同
開
催
し
た
」
と
の
認
識
は
、
千
代
田
テ
ク
ノ
ル

の
勘
違
い
で
、
政
府
に
は
「
代
理
」
を
さ
せ
た
認
識
は
な
い
の
か
。

②

「
我
が
国
の
了
解
の
下
で
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
了
解
を
与
え
た
の
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
か
、
原
子
力

規
制
庁
か
、
別
の
部
署
か
、
明
確
に
答
弁
さ
れ
た
い
。

③

原
子
力
規
制
庁
と
千
代
田
テ
ク
ノ
ル
と
の
関
係
性
は
不
明
瞭
で
、
本
来
、
原
子
力
規
制
庁
の
業
務
と
す
べ
き
Ｉ
Ａ
Ｅ

Ａ
と
の
情
報
共
有
の
場
を
、
了
解
し
て
あ
る
い
は
代
理
と
し
て
千
代
田
テ
ク
ノ
ル
に
行
わ
せ
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る

と
思
う
が
、
ど
う
か
。

④

日
本
政
府
は
千
代
田
テ
ク
ノ
ル
と
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
が
主
催
し
た
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催
に
か
か
る
費
用
に
つ
い
て
千

代
田
テ
ク
ノ
ル
に
支
出
を
行
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。
ま
た
そ
の
金
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

⑤

国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
は
、
「
原
子
力
規
制
庁
よ
り
寺
谷
氏
」
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
し
た
と
書
か
れ
て

い
る
が
、
他
に
は
日
本
政
府
か
ら
は
誰
が
参
加
し
た
か
。

四



⑥

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
か
ら
講
師
と
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
が
参
加
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
講
師
と
し
て

は
何
を
講
義
し
た
の
か
。

⑦

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
四
日
目
に
、
「
参
加
国
を
四
つ
に
グ
ル
ー
プ
分
け
し
た
の
ち
に
各
グ
ル
ー
プ
に
Ｄ
Ｓ
�
�
�
で
述

べ
て
い
る
内
容
に
関
す
る
命
題
を
与
え
、
討
議
を
行
っ
て
も
ら
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
討
議
内
容
に
つ
い
て
原
子
力
規

制
委
員
会
ま
た
は
原
子
力
規
制
庁
は
報
告
を
受
け
た
か
。

⑧

日
本
政
府
が
千
代
田
テ
ク
ノ
ル
に
了
解
を
与
え
て
、
「
職
業
上
の
放
射
線
防
護
」
を
テ
ー
マ
に
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
開
催
し
た
の
は
、
何
の
た
め
だ
っ
た
か
。

五

前
質
問
へ
の
政
府
答
弁
で
既
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
Ｇ
Ｓ
Ｇ－

�
の
和
訳
の
許
諾
を
得
る
作
業
は
い
つ
始
め

た
の
か
。
い
つ
ま
で
に
公
開
を
お
こ
な
う
べ
く
調
整
を
行
っ
て
い
る
の
か
。

六

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
が
作
成
す
る
基
準
や
報
告
書
は
、
通
常
、
国
連
の
公
用
語
と
同
様
の
五
ヶ
国
語
に
翻
訳
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
Ｇ

Ｓ
Ｇ－

�
を
含
め
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
て
世
界
中
で
共
有
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
五
ヶ
国
語
の
ど
れ
か
に

精
通
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
支
障
な
く
読
め
る
。

し
か
し
、
た
と
え
ば
日
本
語
を
母
国
語
と
す
る
多
く
の
日
本
人
に
は
、
ア
ク
セ
ス
は
で
き
て
も
理
解
が
で
き
ず
、
実
質
的

五



な
非
公
開
状
態
に
あ
る
。
和
訳
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
五
ヶ
国
語
に
精
通
し
た
国
民
と
同
等
の
情
報
共
有
が
行
わ
れ
た
状
態
と

な
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
質
問
へ
の
答
弁
で
判
明
し
た
の
は
、
日
本
に
お
け
る
規
制
者
、
被
規
制
者
、
そ
し
て
規
制
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
る
者
の
う
ち
、
規
制
者
は
委
託
翻
訳
に
よ
っ
て
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
に
よ
る
許
諾
前
の
和
訳
を
入
手
し
、
「
規
制
の
見
直
し

の
必
要
性
の
有
無
等
を
検
討
す
る
際
の
参
考
」
に
活
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
規
制
者
と
規
制
者
の
一
部
関
係
者
、
お
よ
び
被
規
制
者
だ
け
は
、
一
民
間
企
業
で
あ
る
千
代
田
テ
ク
ノ
ル
が
Ｉ
Ａ

Ｅ
Ａ
と
共
に
主
催
し
た
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
新
た
な
国
際
基
準
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
。

そ
の
間
、
本
来
、
規
制
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
は
ず
の
者
た
ち
は
新
た
に
採
用
さ
れ
る
べ
き
基
準
を
知
ら
さ
れ
ず
、
長
期

に
わ
た
っ
て
実
質
非
公
開
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
。

�

五
ヶ
国
語
に
精
通
す
る
者
と
日
本
語
の
み
を
日
用
語
と
し
て
い
る
国
民
等
に
情
報
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
、
積
極
的
に

和
訳
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

�

規
制
者
と
規
制
者
の
一
部
関
係
者
に
比
べ
て
、
被
規
制
者
や
保
護
さ
れ
る
べ
き
公
衆
に
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
、
和

訳
か
ら
そ
の
公
開
ま
で
の
時
間
を
可
能
な
限
り
短
く
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

�

原
子
力
規
制
委
員
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
た
新
基
準
、
そ
の
和
訳
公
開
予
定
日
や

六



和
訳
の
中
身
な
ど
を
分
か
り
や
す
く
一
覧
掲
載
し
、
ア
ク
セ
ス
し
易
く
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

�

翻
訳
や
そ
の
許
諾
に
関
す
る
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
の
合
意
事
項
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
語
を
日
用
語
と
し
て
い
る
国
民
に
不

利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
内
容
を
改
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

七

冒
頭
で
触
れ
た
レ
ポ
ー
ト
か
ら
は
、
千
代
田
テ
ク
ノ
ル
は
、
Ｄ
Ｓ
�
�
�
お
よ
び
Ｇ
Ｓ
Ｇ－

�
の
英
語
版
を
、
日
本
の
一

般
国
民
よ
り
早
く
入
手
し
た
こ
と
が
推
察
で
き
、
英
語
版
で
さ
え
、
日
本
国
民
と
の
情
報
格
差
が
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
同

時
点
で
規
制
庁
な
ど
は
英
語
版
の
情
報
開
示
に
努
め
た
の
か
。
努
め
た
な
ら
ば
そ
の
根
拠
を
提
示
さ
れ
た
い
。

更
に
日
本
語
版
に
関
し
て
も
千
代
田
テ
ク
ノ
ル
な
ど
一
部
の
特
定
者
の
み
に
情
報
共
有
さ
れ
、
大
多
数
の
国
民
が
非
開
示

状
態
を
強
い
ら
れ
た
と
解
さ
れ
る
。
原
子
力
規
制
行
政
の
根
幹
で
あ
る
国
民
と
の
情
報
共
有
、
理
解
の
促
進
に
関
し
て
、
著

し
い
マ
イ
ナ
ス
、
情
報
格
差
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
が
政
府
の
認
識
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

七


