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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
「
生
殖
補
助
医
療
の
提
供
等
及
び
こ
れ
に
よ
り
出
生
し
た
子
の
親
子
関
係
に
関
す
る
民
法
の

特
例
に
関
す
る
法
律
案
」
の
成
立
後
の
施
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
「
生
殖
補
助
医
療
の
提
供
等
及
び
こ
れ
に
よ
り
出
生
し
た
子
の
親
子
関
係
に
関
す
る
民

法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
」
の
成
立
後
の
施
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
(1)
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
そ
れ
ま
で
行
政
主
導
で
推
進
し
て
き
た
一
連
の
障
害
者
排
除
の
取
り
組
み
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か

で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
障
害
者
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
の
「
障
害

の
予
防
」
と
い
う
文
言
か
ら
「
障
害
の
原
因
と
な
る
傷
病
の
予
防
」
（
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
三
十
一
条
第
二
項
）

に
改
正
さ
れ
る
な
ど
し
た
趣
旨
は
、
予
防
の
対
象
を
明
確
化
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。 

一
の
(2)
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
全
て
の
国
民
が
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
等
し
く
基
本
的
人
権
を
享
有
す
る
か
け
が
え
の
な
い

個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
理
念
等
に
つ
い
て
、
「
共
生
社
会
等
に
関
す
る
基
本
理
念
等
普
及
啓
発
事
業
」

に
よ
る
一
般
市
民
等
を
対
象
と
し
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
等
を
通
じ
、
普
及
啓
発
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
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市
町
村
等
が
住
民
に
対
し
て
障
害
者
等
の
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
研
修
及
び

啓
発
を
行
う
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
、
当
該
事
業
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
い
る
。
今
後
と
も
引
き
続
き
、
こ

う
し
た
取
組
を
着
実
に
進
め
て
ま
い
り
た
い
。 

一
の
(3)
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
議
員
立
法
と
し
て
提
案
さ
れ
、
成
立
し
た
生
殖
補
助
医
療
の
提
供
等
及
び
こ
れ
に
よ
り
出
生
し
た

子
の
親
子
関
係
に
関
す
る
民
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
七
十
六
号
。
以
下
「
本
法
」
と
い
う
。
）
の
国

会
審
議
に
お
い
て
、
そ
の
提
案
者
か
ら
、
本
法
第
三
条
第
四
項
（
以
下
「
本
規
定
」
と
い
う
。
）
の
「
必
要
な
配
慮
の
具
体

的
な
内
容
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
例
え
ば
妊
婦
さ
ん
た
ち
に
対
す
る
健
診
等
が
考
え
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
生
殖
補
助
医
療

は
通
常
の
妊
娠
、
出
産
の
過
程
と
ま
た
異
な
る
こ
と
か
ら
、
特
に
念
入
り
な
健
診
等
の
対
応
も
必
要
に
な
る
こ
と
も
あ
り
得

る
と
い
う
こ
と
も
考
慮
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
規
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
の
説
明
が
な
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

二
の
(1)
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
真
田
内
閣
法
制
局
第
一
部
長
（
当
時
）
が
昭
和
四
十
五
年
四
月
二
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お

い
て
、
「
基
本
的
人
権
の
保
障
と
い
う
制
度
は
、
権
利
宣
言
の
由
来
と
か
、
あ
る
い
は
具
体
的
に
憲
法
が
保
障
し
て
い
る
個
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々
の
権
利
の
内
容
に
即
し
ま
し
て
も
、
や
は
り
こ
れ
は
現
在
生
き
て
い
る
、
つ
ま
り
法
律
上
の
人
格
者
で
あ
る
自
然
人
を
対

象
と
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。
胎
児
は
ま
だ
生
ま
れ
る
ま
で
は
、
法
律
的
に
申

し
ま
す
と
母
体
の
一
部
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
自
身
ま
だ
人
格
者
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
何
と
い
っ
て
も
じ
か
に
憲

法
が
胎
児
の
こ
と
を
権
利
の
対
象
と
し
て
保
障
し
て
い
る
と
、
権
利
の
主
体
と
し
て
保
障
し
て
い
る
と
見
る
わ
け
に
は
ま
い

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
胎
児
と
い
う
の
は
近
い
将
来
、
基
本
的
人
権
の
享
有
者
で
あ
る
人
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で

ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
胎
児
の
間
に
お
き
ま
し
て
も
、
国
の
も
ろ
も
ろ
の
制
度
の
上
に
お
い
て
、
そ
の
胎
児
と
し
て
の
存
在
を

保
護
し
、
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
の
精
神
に
通
ず
る
と
い
い
ま
す
か
、
お
お
ら
か
な
意
味
で
憲
法
の
規
定
に
沿
う

も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
つ
い
て
、
現

在
で
も
変
更
は
な
い
。 

二
の
(2)
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
議
員
立
法
で
あ
る
本
法
の
国
会
審
議
に
お
い
て
、
そ
の
提
案
者
か
ら
、
本
規
定
に
関
し
、
「
そ
の

趣
旨
は
、
障
害
者
権
利
に
関
す
る
条
約
第
十
条
そ
し
て
第
十
七
条
も
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
全
て
の
子
供
が
障
害
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
心
身
と
も
に
健
や
か
な
る
環
境
、
こ
れ
は
つ
ま
り
、
安
全
で
良
好
な
環
境
で
生
ま
れ
、
そ
し
て
育
つ
権
利
を
有
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す
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
当
然
、
そ
の
た
め
に
は
、
お
子
さ
ん
を
出
産
す
る
女
性
に
つ
い
て
も
、
妊
娠
か
ら
出

産
に
至
る
ま
で
、
健
や
か
な
る
、
つ
ま
り
安
全
で
良
好
な
る
環
境
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
環
境
を
整
え
る
た
め

に
必
要
な
配
慮
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
の
説
明
が
な
さ
れ
た
も
の
と
承

知
し
て
お
り
、
そ
も
そ
も
、
本
規
定
と
御
指
摘
の
「
人
工
妊
娠
中
絶
と
の
整
合
性
」
が
問
題
に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え

て
い
る
。 

二
の
(3)
に
つ
い
て 

 
 

本
法
は
議
員
立
法
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
法
上
、
御
指
摘
の
「
生
ま
れ
る
子
」
の
定
義
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
は
存
在
せ
ず
、

現
時
点
で
こ
れ
に
つ
い
て
定
ま
っ
た
解
釈
も
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
我
が
国
の

現
行
の
法
律
に
お
い
て
、
本
法
以
外
に
「
生
ま
れ
る
子
」
と
い
う
文
言
を
使
用
し
て
い
る
も
の
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。 

二
の
(4)
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
議
員
立
法
で
あ
る
本
法
の
国
会
審
議
に
お
い
て
、
そ
の
提
案
者
か
ら
、
本
規
定
に
関
し
、
「
出
生

前
の
子
に
つ
い
て
は
権
利
の
享
有
主
体
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
発
議
者
一
同
一
致
し
て
お
り
ま
し
て
、
本
法
律
案
で
は
、

権
利
と
は
規
定
を
せ
ず
に
、
生
ま
れ
る
子
に
つ
い
て
は
必
要
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
と
規
定
を
し
た
も
の
で
あ
」
る
と
の
説
明
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が
な
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
本
規
定
が
「
一
九
七
〇
年
の
内
閣
法
制
局
答
弁
と
は
矛
盾
す
る
」
も
の
と
は
考
え
て

い
な
い
。 


