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「
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
主
意
書 
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「
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
主
意
書 

 

一
九
七
〇
年
に
成
立
し
た
心
身
障
害
者
対
策
基
本
法
は
、
第
一
条
に
「
心
身
障
害
者
の
発
生
の
予
防
」
が
記
載
さ
れ
、
こ
れ

が
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
「
不
幸
な
子
ど
も
が
生
ま
れ
な
い
県
民
運
動
」
を
後
押
し
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
「
障
害
＝
不

幸
」
と
決
め
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
政
府
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
障
害
者
は
不
要
な
存
在
と
す
る
優
生
思
想
の
土
壌
を
作
っ
て

き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。 

 

以
下
、
関
連
し
て
質
問
す
る
。 

一 

こ
れ
ま
で
の
障
害
者
施
策
に
つ
い
て 

 

⑴ 

二
〇
一
〇
年
に
出
さ
れ
た
障
害
者
制
度
改
革
推
進
会
議
の
意
見
書
を
踏
ま
え
た
、
二
〇
一
一
年
の
法
改
正
に
よ
り
「
障

害
の
発
生
予
防
」
が
「
障
害
の
原
因
と
な
る
疾
病
の
予
防
」
と
い
う
表
現
に
変
更
さ
れ
た
が
、
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
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
検
証
を
行
っ
た
の
か
。 

 

⑵ 

「
心
身
と
も
に
健
や
か
に
生
ま
れ
」
と
い
う
文
言
は
、
障
害
を
持
っ
て
生
ま
れ
る
子
ど
も
の
生
存
を
否
定
し
か
ね
な
い

内
容
で
あ
り
、
旧
優
生
保
護
法
の
目
的
で
あ
る
「
優
生
上
の
見
地
か
ら
不
良
な
子
孫
の
出
生
を
防
止
す
る
」
に
通
底
す
る



 

２ 

 

も
の
で
あ
る
。
政
府
は
こ
れ
ま
で
の
優
生
政
策
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
ど
の
よ
う
な
施
策
を
行
っ
て
き
た
の
か
。 

 

⑶ 
「
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
」

（
以
下
当
該
法
案
と
い
う
）
第
三
条
第
四
項
は
、
「
生
殖
補
助
医
療
に
よ
り
生
ま
れ
る
子
に
つ
い
て
は
、
心
身
と
も
に
健

や
か
に
生
ま
れ
、
か
つ
、
育
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
配
慮
に
つ
い
て
、
政
府
は
何
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。 

二 

「
生
ま
れ
る
子
」
の
権
利
能
力
に
つ
い
て 

 

⑴ 

一
九
七
〇
年
四
月
二
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
憲
法
第
十
三
条
の
基
本
的
人
権
の
及
ぶ
範
囲
に
つ
い
て

「
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
出
る
命
と
し
て
存
在
致
し
ま
す
る
（
マ
マ
）
胎
児
に
も
こ
れ
が
及
ぶ
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
内

閣
法
制
局
の
見
解
は
「
胎
児
は
法
律
的
に
は
母
体
の
一
部
」
で
あ
り
、
「
憲
法
が
胎
児
を
権
利
の
主
体
と
し
て
保
障
し
て

い
る
と
み
る
わ
け
に
は
ま
い
ら
な
い
」
、
し
た
が
っ
て
「
権
利
の
持
ち
主
と
し
て
、
基
本
的
人
権
の
享
有
者
と
し
て
取
り

扱
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
」
と
答
弁
し
て
い
る
。 

 
 
 

現
在
も
こ
の
見
解
は
変
わ
ら
な
い
か
。 

 

⑵ 

当
該
法
案
第
三
条
第
四
項
の
、
胎
児
に
「
必
要
な
配
慮
」
を
法
で
定
め
る
こ
と
は
、
胎
児
の
人
権
を
認
め
、
生
命
と
し



 

３ 

 

て
扱
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
人
工
妊
娠
中
絶
と
の
整
合
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
。 

 

⑶ 
当
該
法
案
第
三
条
第
四
項
、
「
生
ま
れ
る
子
」
の
定
義
を
、
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
か
。

ま
た
、
日
本
の
法
体
系
に
お
い
て
当
該
法
案
以
外
に
「
生
ま
れ
る
子
」
と
い
う
文
言
を
使
用
し
て
い
る
法
律
は
あ
る
か
。 

 

⑷ 

当
該
法
案
第
三
条
第
四
項
は
、
「
生
ま
れ
る
子
」
を
「
必
要
な
配
慮
」
の
対
象
と
し
て
人
格
化
し
、
利
益
あ
る
い
は
不

利
益
の
対
象
と
し
て
想
定
し
て
お
り
、
こ
の
場
合
は
ま
さ
に
権
利
能
力
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ

ば
一
九
七
〇
年
の
内
閣
法
制
局
答
弁
と
は
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


