
日
本
に
お
け
る
臓
器
移
植
問
題
は
一
九
六
八
年
の
い
わ
ゆ
る
「
和
田

移
植
事
件
」
を
き
っ
か
け
と
し
て
起
こ
っ
た
が
、
「
脳
死
」
判
定
の
基
準

問
題
と
か
ら
め
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
複
雑
な
様
相
を

呈
す
る
に
い
た
っ
た
。

現
在
の
臓
器
移
植
は
外
国
で
は
交
通
事
故
な
ど
に
よ
る
脳
死
者
の
出

現
を
待
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
医
療
保
険
に
加
入

し
て
い
な
い
低
所
得
の
若
者
が
、
脳
死
後
の
臓
器
提
供
を
条
件
に
、
代

償
と
し
て
の
高
額
な
終
末
医
療
を
受
け
る
場
合
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と

い
津
フ
。

臓
器
提
供
が
需
要
を
は
る
か
に
下
ま
わ
る
今
日
の
現
状
で
は
、
と
く

に
わ
が
国
に
お
い
て
は
死
生
観
、
遺
体
観
が
他
の
国
と
極
め
て
異
る
の

で
臓
器
移
植
は
十
分
に
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
た
後
に
実
施
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
先
ず
臓
器
移
植
の
問
題
点
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
検
討
す
る

と
、
波
平
に
よ
れ
ば

⑩
遺
族
が
家
族
や
血
縁
者
の
遺
体
を
臓
器
移
植
の
た
め
に
傷
つ
け
た

く
な
い
と
い
う
意
志
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
こ
の
根
底
に
は
遺
族
は
亡

く
な
っ
た
人
の
確
認
が
そ
の
霊
魂
だ
け
で
な
く
、
身
体
そ
の
も
の
に
あ

る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
②
全
く
見
知
ら
ぬ
人
、
誰
か
わ
か
ら

ケ
ガ
レ
と
臓
器
移
植

杉
田
暉
道

な
い
不
特
定
の
人
の
命
を
救
う
こ
と
に
つ
い
て
、
積
極
的
な
価
値
を
見

出
せ
な
い
人
が
存
在
す
る
。
③
日
本
人
の
多
く
の
人
は
今
も
な
お
、
死

者
の
価
値
は
生
存
者
の
価
値
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
と
強
く
考
え
て
い

る
。
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
日
本
で
も
そ
れ
ほ
ど
信
仰
が
な
い
と
思
わ

れ
る
人
で
も
亡
く
な
っ
た
肉
親
の
年
忌
供
養
を
行
っ
て
死
者
と
共
に
自

己
を
も
尊
ん
で
欲
し
い
と
願
う
行
為
を
行
う
の
で
あ
る
。

新
村
に
よ
れ
ば
、
⑪
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
た
中
国
の
伝
統
的
な
医
学

観
が
存
在
す
る
。
こ
の
考
え
に
た
つ
と
臓
器
移
植
は
、
臓
器
を
提
供
す

る
人
の
人
格
を
も
自
分
の
体
の
中
に
と
り
い
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、

自
己
の
人
格
の
完
結
性
の
喪
失
を
意
味
す
る
。
②
遺
体
を
傷
つ
け
る
こ

と
を
タ
ブ
ー
視
す
る
感
情
が
存
在
す
る
。
③
上
記
の
遺
体
観
は
ケ
ガ
レ

の
観
念
に
包
ま
れ
て
い
る
。
と
述
べ
て
い
る
。
今
回
は
上
記
の
問
題
点

の
中
の
ケ
ガ
レ
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
の
で
、
そ
の
結
果
を
報
告
す

る
。

現
代
日
本
に
お
い
て
ケ
ガ
レ
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
ど
の
よ
う

に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
み
る
と
、
大
貫
は
ケ
ガ
レ
の
実
態
は
日
常
の
衛

生
習
慣
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
で
き
る
。
と
し
、
日
常
の
衛

生
習
慣
を
①
日
常
の
衛
生
習
慣
と
空
間
分
類
、
②
日
常
の
衛
生
習
慣
と

時
間
区
分
、
③
日
常
の
衛
生
習
慣
と
身
体
、
に
分
け
ケ
ガ
レ
と
の
関
係

を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
①
に
つ
い
て
は
自
分
の
家
の
外
や
下
（
履

き
物
や
足
、
床
、
地
面
な
ど
で
代
表
さ
れ
る
）
は
ぱ
い
き
ん
や
人
の
ち
り
で

汚
染
さ
れ
た
場
所
、
ケ
ガ
し
た
場
所
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
②
に
つ
い

て
は
例
え
ば
、
女
性
は
生
理
期
間
中
の
入
浴
お
よ
び
洗
髪
は
慎
し
ま
ね

ば
な
ら
な
い
（
不
浄
す
な
わ
ち
ケ
ガ
し
て
い
る
と
考
え
る
）
。
③
に
つ
い
て
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は
例
え
ば
日
本
人
は
お
金
は
汚
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
身
体
の
中

で
手
は
汚
れ
る
が
洗
え
ば
き
れ
い
に
な
る
と
考
え
ら
れ
、
下
半
身
は
本

質
的
に
汚
い
と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
洗
っ
て
も
完
全
に
き
れ
い

に
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
を
要
約
す
る
と
、
日
本
の
衛
生

習
慣
は
、
内
・
外
Ⅱ
上
・
下
Ⅱ
清
潔
・
不
潔
Ⅱ
浄
・
不
浄
（
ケ
ガ
レ
）
を

表
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
。

古
代
か
ら
の
浄
・
不
浄
（
ケ
ガ
レ
）
の
観
念
に
つ
い
て
の
移
り
変
わ
り

を
み
る
と
、
『
古
事
記
」
に
伊
弊
諾
尊
が
亡
く
な
っ
た
伊
弊
再
尊
の
う
じ

の
わ
い
た
死
体
を
見
た
た
め
に
ケ
ガ
し
た
身
に
な
る
が
、
清
め
の
儀
式

を
行
う
こ
と
に
よ
り
日
本
の
主
要
神
が
生
ま
れ
た
と
あ
る
。
天
照
大
神

は
伊
弊
諾
尊
が
左
の
目
を
洗
っ
た
と
き
に
、
須
佐
之
男
命
は
伊
弊
諾
尊

が
鼻
を
洗
っ
た
と
き
に
生
ま
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
考
え
ら
れ
る
「
古

事
記
』
の
世
界
は
次
の
三
つ
の
対
立
軸
の
形
で
く
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
浄
・
不
浄
（
ケ
ガ
と
Ⅱ
生
・
死
Ⅱ
上
・
下
で
あ
る
。
「
祝
詞
」

で
は
神
の
怒
り
を
誘
う
行
為
を
罪
と
し
、
こ
れ
を
な
く
す
た
め
に
祓
や

涙
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
が
儀
礼
化
し
て
天
皇
が
主
宰
す
る
祭
式
と
な
っ

た
の
は
律
令
体
制
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

一
方
新
し
い
思
想
を
持
っ
た
仏
教
が
五
三
八
年
に
日
本
に
伝
え
ら

れ
、
鎮
護
国
家
を
唱
え
た
貴
族
仏
教
が
平
安
朝
に
入
る
と
、
そ
の
教
え

は
一
般
庶
民
に
わ
か
り
易
い
よ
う
に
説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に

殺
生
戒
を
中
心
と
し
た
仏
教
の
戒
律
思
想
が
急
速
に
広
ま
っ
た
。
平
安

朝
の
後
半
期
に
な
る
と
、
戦
争
や
疫
病
の
蔓
延
が
さ
ら
に
は
げ
し
く
な

り
、
一
般
庶
民
の
不
安
が
一
層
広
が
っ
た
。
仏
教
は
現
世
は
横
土
で
あ

り
、
往
生
し
て
浄
土
へ
行
く
た
め
に
は
戒
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
力
説

し
た
。
ま
た
朝
廷
は
「
天
下
触
稜
」
の
布
告
を
出
し
、
こ
の
ケ
ガ
レ
を

消
す
た
め
に
種
々
の
タ
ブ
ー
を
出
し
た
。
か
く
し
て
浄
・
稜
の
観
念
が

民
衆
の
問
に
定
着
し
て
い
っ
た
。

さ
い
ご
に
現
代
日
本
の
衛
生
観
念
、
治
癒
力
の
観
念
と
古
代
日
本
の

浄
・
不
浄
（
ケ
ガ
と
の
観
念
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
み
る
と
、
①
古
代

日
本
の
不
浄
（
ケ
ガ
と
観
は
、
う
じ
の
わ
い
た
身
体
、
死
体
ま
た
は
膿

の
わ
い
て
い
る
病
人
に
触
れ
る
こ
と
に
関
連
し
て
お
り
、
こ
の
事
実
は

現
代
日
本
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
②
古
代

に
お
い
て
祓
い
清
め
の
役
割
を
担
っ
た
自
然
の
諸
力
は
、
現
代
に
お
い

て
も
引
き
続
き
同
様
の
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
③
浄
・
不
浄

（
ケ
ガ
と
の
対
立
は
観
念
的
の
み
な
ら
ず
道
徳
的
側
面
を
も
あ
わ
せ

持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
古
代
と
現
代
と
は
よ
く
類
似
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
浄
・
不
浄
（
ケ
ガ
レ
）
Ⅱ
生
・
死
Ⅱ
上
・
下
の
観
念
で
は
現
代
は

古
代
と
同
じ
よ
う
に
文
化
の
中
に
浸
透
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
平
成
六
年
二
月
例
会
）

横
浜
の
太
田
陣
屋
は
、
安
政
六
年
九
月
（
開
港
三
カ
月
後
）
に
陸
上
警

備
の
福
井
藩
士
を
収
容
す
る
た
め
に
、
大
岡
川
を
へ
だ
て
太
田
新
田
の

向
い
側
の
地
（
今
日
の
京
急
日
ノ
出
町
駅
周
辺
）
に
開
設
さ
れ
た
。

し
か
し
、
現
在
の
横
浜
に
は
史
料
が
残
っ
て
居
ら
ず
、
福
井
県
立
図

横
浜
・
太
田
陣
屋
の
研
究

中

西
淳
朗
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