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日
本
で
は
臓
器
移
植
に
必
要
な
医
療
面
の
設
備
お
よ
び
人
的
資

源
さ
ら
に
こ
れ
に
関
係
し
た
法
律
の
整
備
が
行
わ
れ
た
の
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
臓
器
移
植
が
な
か
な
か
行
わ
れ
な
い
現
状
に
あ
る
。

こ
の
現
状
の
主
因
は
「
ド
ナ
」
の
志
望
者
が
少
な
い
こ
と
に
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
演
者
は
こ
の
問
題
は
日
本
人
の
複
雑
な

宗
教
心
に
あ
る
と
考
え
た
。
以
下
こ
れ
に
つ
い
て
梅
原
猛
氏
の
説

を
参
考
に
し
な
が
ら
述
べ
た
い
・

こ
こ
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
日
本
人
は
死
を
宗
教
的

に
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
先
ず
約
一
万
二
千
年
前
か
ら
一
万
年
間
栄
え
た
縄
文

時
代
の
宗
教
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
し
て
こ

の
時
代
の
宗
教
に
つ
い
て
は
、
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
の
宗
教
お
よ
び

沖
縄
の
宗
教
に
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
そ
の
一
例
と
し

46

な
ぜ
日
本
で
は
「
ド
ナ
」
を
志
望
す
る
人

が
少
な
い
の
か

杉
田
暉
道

て
ア
イ
ヌ
の
熊
送
り
の
儀
式
を
紹
介
し
よ
う
。

そ
れ
は
イ
オ
マ
ン
テ
で
あ
る
。
イ
オ
マ
ン
テ
と
は
熊
の
霊
を
送

る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
人
は
熊
は
死
ぬ
と
そ
の
霊
は
天

に
も
ど
っ
て
神
に
な
る
。
そ
し
て
天
に
も
ど
っ
た
熊
は
こ
の
世
界

で
は
人
間
と
同
じ
姿
を
し
、
人
間
と
同
様
な
生
活
を
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
世
に
来
る
と
き
に
は
、
ま
た
熊
と
な
っ
て
、
体
に

お
い
し
い
肉
や
立
派
な
皮
を
つ
け
て
く
る
。
つ
ま
り
熊
は
こ
の
世

の
人
間
の
世
界
に
す
ば
ら
し
い
土
産
を
持
っ
て
き
た
客
人
で
あ
る

と
考
え
、
熊
を
殺
し
て
肉
を
い
た
だ
き
、
熊
自
身
に
も
肉
を
与
え

て
神
人
一
体
と
な
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
熊
送
り
の
儀

式
を
行
う
の
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
人
は
熊
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
も

動
物
も
植
物
も
す
べ
て
死
ぬ
と
霊
は
天
に
も
ど
っ
て
神
に
な
る
と

考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
宗
教
は
二
つ

の
原
理
か
ら
で
き
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
は
人
間

と
他
の
生
物
は
い
ず
れ
も
こ
の
地
球
の
平
等
な
生
物
で
あ
る
と
い

う
原
理
で
あ
る
。
二
つ
め
は
す
べ
て
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、

永
遠
に
そ
の
霊
が
循
環
す
る
と
い
う
原
理
で
あ
る
。

こ
の
葬
式
を
中
心
と
し
た
縄
文
時
代
の
宗
教
は
弥
生
時
代
に
入
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止乙イ

る
と
稀
薄
と
な
り
、
仏
教
が
日
本
に
移
入
さ
れ
る
と
、
さ
ら
に
縄

文
時
代
の
宗
教
儀
式
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
本

来
の
仏
教
は
衆
生
の
死
後
に
つ
い
て
は
考
え
な
い
と
い
う
教
え
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
死
体
は
適
当
な
場
所
に
放
置

さ
れ
て
い
る
光
景
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
が
死
者
の
葬
儀
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
鎌
倉
時
代
の

新
興
仏
教
の
祖
師
達
が
は
じ
め
て
死
者
の
葬
儀
を
行
う
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
江
戸
時
代
に
な
る
と
檀
家
制
度
が
成

立
し
、
全
国
的
に
葬
式
、
お
盆
、
彼
岸
、
年
忌
な
ど
の
行
事
が
広

く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
縄
文
時
代
以
来
の
日
本
人
の
宗
教
の
変
遷
を
み
る

と
、
死
者
を
丁
寧
に
弔
い
、
祖
先
を
崇
拝
す
る
と
い
う
習
慣
は
、

わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
な
信
仰
を
正
し
く
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
以
前
に
、
生
ま
れ
て
か
ら
、
次
第
に
生
長

し
て
い
く
間
に
、
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
環
境
の
中
で
習
俗
と
し

て
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

仏
教
と
い
え
ば
葬
式
仏
教
と
い
っ
て
多
く
の
人
は
仏
教
を
よ
く

い
わ
な
い
が
、
死
者
を
丁
寧
に
弔
う
と
い
う
行
為
は
、
わ
れ
わ
れ

の
は
る
か
遠
い
先
祖
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
儀
式
で
あ
る
こ
と
を
も

う
一
度
よ
く
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
仏
教
が
日
本
に
移

入
さ
れ
て
今
日
の
よ
う
に
日
本
に
定
着
し
た
も
っ
と
も
大
き
な
要

因
は
、
葬
式
を
宗
教
儀
式
と
し
て
と
り
い
れ
た
こ
と
に
も
あ
る
こ

と
を
よ
く
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
わ
れ
わ
れ
日

本
人
は
、
死
者
を
生
前
の
人
と
同
様
に
人
格
者
と
し
て
丁
寧
に
扱

い
、
死
体
に
傷
が
つ
く
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
行
わ
な
い
で
、
あ

の
世
に
完
全
な
よ
い
状
態
で
送
る
こ
と
が
も
っ
と
も
良
い
と
考
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
医
師
は
、
上
記
の
「
ド
ナ
」
に
対
す
る
日
本
人
の
複

雑
な
宗
教
心
を
十
分
に
考
盧
し
て
こ
の
問
題
に
対
処
す
る
必
要
が

あ
る
と
痛
感
す
る
。

（
介
護
老
人
保
健
施
設
す
こ
や
か
）


