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「

厳
あ
る
　
」を
準
備
す
る

「本
人
の
意
思
」と
「医
師
の
責
任
」が
せ
め
ぎ
合
う
現
場

東
京
都
世
田
谷
区
に
あ
る
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム

「芦
花
ホ
ー
ム
」
に

足
を
運
ん
だ
。
入
所
者
の
平
均
年
齢

は
約
９０
歳
。
９
割
は
認
知
症
。
入
所

者
約
１
０
０
人
の
う
ち
、
１
年
間
で

３
～
４
割
は
ホ
ー
ム
で
亡
く
な
る
か
、

病
院
に
運
ば
れ
る
。

常
勤
配
置
医
の
石
飛
幸
三
さ
ん

（８２
）
は
２
０
０
５
年
に
初
め
て
ホ
ー

ム
を
訪
れ
、
胃
ろ
う
や
経
鼻
胃
管
か

ら
経
管
栄
養
を
受
け
る
１６
人
の
姿
に

シ
ョ
ツ
ク
を
受
け
た
。　
一
日
で
も
長

く
生
き
て
ほ
し
い
。
家
族
の
思
い
は

理
解
で
き
る
。
た
だ
、
寝
た
き
り
で

寝
返
り
も
打
て
ず
、
ほ
と
ん
ど
話
す

こ
と
も
で
き
な
い
。
管
に
つ
な
が
れ

自
分
の
現
状
す
ら
認
識
で
き
な
い
状

・

態
は
、
彼
ら
の
本
意
な
の
か
。

着
任
し
て
間
も
な
い
頃
、
考
え
を

変
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
夫
婦
に

出
会
つ
た
。
認
知
症
の
８０
代
の
妻
が

誤
鳴
性
肺
炎
に
な
り
、
提
携
先
の
病

院
に
入
院
し
た
。
「胃
ろ
う
を
つ
け

る
し
か
な
い
」
と
話
す
病
院
の
医
師

に
向
か
っ
て
８
歳
年
下
の
夫
は
、

「自
分
の
こ
と
も
わ
か
ら
な
く
な
つ

た
女
房
を
胃
ろ
う
で
生
か
し
続
け
る

な
ん
て
、
か
わ
い
そ
う
で
で
き
な
い
」

医
師
は

「餓
死
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
。
保
護
責
任
が
問
わ
れ
る
」
と
迫
ヽ

っ
た
が
、
夫
は
頑
と
し
て
聞
か
な
か

っ
た
。
石
飛
さ
ん
が
「責
任
は
と
る
」

と
ホ
ー
ム
ヘ
連
れ
帰
っ
た
。

ホ
ー
ム
に
戻
っ
て
か
ら
は
、
夫
が

自
ら
食
事
の
介
助
を
し
た
。
朝
は
無

理
に
起
こ
さ
な
い
。
食
べ
物
を
欲
し

が
ら
な
け
れ
ば
、
無
理
に
食
べ
さ
せ

な
い
。
１
年
半
後
、
つ
い
に
何
も
食

べ
な
く
な
っ
た
。
眠
る
時
間
が
長
く

な
り
、
ホ
ー
ム
で
最
期
を
迎
え
た
。

石
飛
さ
ん
は
言
う
。

「食
べ
な
い
か
ら
死
ぬ
の
で
は
な
く
、

死
ぬ
の
だ
か
ら
食
べ
な
い
。
そ
れ
が

本
当
に
本
人
を
尊
重
す
る
こ
と
。
食

わ
な
き
や
自
然
の
麻
酔
が
か
か
っ
て

気
持
ち
よ
く
眠
る
。
死
ぬ
こ
と
は
怖

く
な
い
。
俺
た
ち
は
い
つ
ま
で
も
生

き
や
し
な
い
。
自
然
の
掟
に
従
わ
な

い
と
い
け
な
い
」

尊
厳
死
協
会
に
＝
万
人

そ
れ
以
降
、
自
然
な
看
取
り
を
目

指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
す
べ
て
の
入

所
者
に
意
思
確
認
書
の
記
入
も
求
め

た
。
救
急
等
で
病
院
に
運
ば
れ
る
際
、

適
切
な
対
応
を
と
る
た
め
だ
。
例
え

ば

「老
衰
で
最
期
を
迎
え
る
事
態
に

な
つ
た
と
思
わ
れ
る
時
」
と
い
う
間

い
に
は
、
次
の
三
つ
の
選
択
肢
を
用

意
し
て
い
る
。
①
苦
痛
な
く
自
然
に

最
期
を
迎
え
る
こ
と
を
第

一
と
考
え

る
。
②
で
き
る
だ
け
医
療
措
置
を
受

け
て
、　
一
日
で
も
長
く
生
き
て
い
る

こ
と
を
望
む
。
③
ど
ち
ら
と
も
言
え

な
い
、
だ
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
取
り
組
み

は
多
く
の
医
療
や
介
護
施
設
だ
け
で

は
な
く
、
国
も
推
進
し
て
い
る
。

０６
年
に
富
山
県
の
射
水
市
民
病
院

で
発
覚
し
た
人
工
呼
吸
器
取
り
外
し

事
件

（２７
ベ
ー
ジ
の
年
表
）
で
終
末

期
医
療
の
議
論
が
活
発
化
し
、
厚
生

労
働
省
は
０７
年
に
終
末
期
医
療
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
た
。
患
者
と

患
者
家
族
、
そ
し
て
医
療
者
を
含
め

た
十
分
な
話
し
合
い
の
上
で
い
患
者

本
人
の
意
思
決
定
を
基
本
に
、
そ
の

内
容
を
文
書
に
ま
と
め
る
な
ど
し
て
、

終
末
期
医
療
を
進
め
る
こ
と
が
重
要

だ
と
し
た
。

１６
年
度
か
ら
は
こ
の
内

容
を
周
知
す
る
目
的
で
、
医
療
関
係

者
へ
の
研
修
事
業
も
行
っ
て
い
る
。

国
民
、
医
療
関
係
者
ら
約
２
万
人

を
対
象
と
し
た
厚
労
省
の
調
査
で
は
、

終
末
期
の
医
療
に
対
す
る
意
思
表
示

を
書
面
で
あ
ら
か
じ
め
作
成
す
る
こ

と
に
約
７
割
は
賛
成
し
て
い
る
が
、

実
際
に
行
っ
て
い
る
人
は
３
％
に
過

ぎ
な
い
。

１
９
７
６
年
に
発
足
し
た
日
本
尊

厳
死
協
会
は
、
終
末
期
医
療
の
事
前

指
示
書

「リ
ビ
ン
グ
ウ
イ
ル
」
の
普

及
活
動
に
取
り
組
む
。
協
会
で
は
尊

厳
死
を

「本
人
の
意
思
に
基
づ
い
て
、

死
期
を
単
に
引
き
延
ば
す
た
め
だ
け

の
延
命
措
置
を
断
わ
り
、
自
然
の
経
．

過
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
死
」
と
し
て

い
る
。
俳
優
の
秋
野
暢
子
さ
ん
（６０
）

な
ど
著
名
人
を
含
め
、
会
員
は
ｎ
万

人
を
超
え
る
。

協
会
で
は
亡
く
な

っ
た
会
員
の
家

族

へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
も
実
施
し
て
い

る
。
リ
ビ
ン
グ
ウ
イ
ル
に
法
的
効
力

は
な
い
が
、
医
療
者
の
約
９
割
が
そ

れ
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
。
た

だ
、
医
師
で
同
協
会
副
理
事
長
の
鈴

木
裕
也
さ
ん
は
こ
う
指
摘
し
た
。

「た
と
え
事
前
指
示
書
が
準
備
さ
れ

て
い
て
も
、
親
族
の
誰
か

一
人
で
も

訴
え
を
起
こ
す
と
、
治
療
を
止
め
た

こ
と
で
殺
人
を
疑
わ
れ
る
可
能
性
が

芦花ホームの食堂に入居者が集ま
ってきた。石飛幸三さんが終末期
医療への問題を問うた『「平穏死」
のすすめ」はベストセラーになった

ル 日本尊

「
'■
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高
齢
化
に
伴
う
「多
死
社
会
」
を
迎
え
、
終
末
期
医
療
に
関
す
る
議
論
が
活
発
化
し
て
い
る
。

・自
ら
の
意
思
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
自
然
に
逝
き
た
い
。
体
制
整
備
が
始
ま
っ
て
い
る
。



あ
る
。
現
場
で
は
、
『医
療
者
の
免
ヽ

責
を
認
め
る
法
律
が
な
い
か
ら
、
例

え
ば
本
人
が
希
望
し
て
も
人
工
呼
吸

器
を
取
り
外
す
こ
と
は
で
き
な
い
』

と
い
２ヽ
戸
が
圧
倒
的
に
多
い
」

も
し
余
命
が
半
年
な
ら

尊
厳
死
の
法
制
化
を
目
指
す

「終

末
期
に
お
け
る
本
人
意
思
の
尊
重
を

考
え
る
議
員
連
盟
」
会
長
の
増
子
輝

彦
参
院
議
員
（７０
）
は
言
う
。

「
１９
年
の
参
院
選
ま
で
は
選
挙
も
な

い
。
来
年
の
国
会
で
の
法
案
提
出
に

向
け
た
努
力
を
し
た
い
」
　

・

議
連
は
１２
年
に
尊
厳
死
法
案
を
公

表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
適
切
な
医

療
を
受
け
て
も
回
復
の
可
能
性
が
な

く
、
死
期
が
間
近
と
判
断
さ
れ
る
状

態
を

「終
末
期
」
と
定
義
。

１５
歳
以

上
の
患
者
の
意
思
が
書
面
な
ど
か
ら

明
ら
か
で
、
２
人
以
上
の
医
師
が
終

末
期
だ
と
判
断
す
る
と
、
延
命
目
的

の
人
工
呼
吸
器
の
装
着
や
人
工
栄
養

の
補
給
を
始
め
な
く
て
も
、
医
師
は

民
事
、
刑
事
、
行
政
い
ず
れ
の
責
任

も
問
わ
れ
な
い
、
と
し
て
い
る
。
知

的
障
害
な
ど
が
あ
り
意
思
表
示
の
で

き
な
い
人
は
対
象
と
し
て
い
な
い
。

現
在
、
議
連
に
は
超
党
派
で
衆
参

１
６
６
人
の
議
員
が
名
前
を
連
ね
て

い
る
。
た
だ
、

０５
年
に
発
足
し
て
以

降
、
三
度
も
法
案
提
出
に
は
至
っ
て

い
な
い
。
そ
の
理
由
を
、

「議
連
は
超
党
派
の
集
ま
り
。
党
議

拘
束
は
な
い
が
、
各
党
、
各
会
派
の

党
内
手
続
き
が
進
ま
な
か
っ
た
。
ま

た
、
障
害
者
は
対
象
と
し
て
い
な
い

が
、
そ
れ
で
も
法
律
が
で
き
る
こ
と
・

に
よ
り
、
尊
厳
死
に
追
い
込
ま
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
の
声
が

障
害
者
団
体
な
ど
か
ら
あ
る
こ
と
も

事
実
だ
」
（増
子
さ
ん
）

市
民
レ
ベ
ル
で
終
末
期
の
過
ご
し

方
を
考
え
る
取
り
組
み
も
あ
る
。

千
葉
県
鴨
川
市
の
亀
田
総
合
病
院

で
は
　
ヽ
、
有
志
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
を
結
成
し
、
地
域
で
終
末
期
医
療

を
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ツ
プ
を
開
い

い
き
、
最
終
的
に
残
つ
た
カ
ー
ド
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
選
ん
だ
理
由
や

捨
て
た
理
由
を
発
表
す
る
。

高
齢
者
だ
け
で
な
く
、
地
元
の
大

学
生
も
こ
の
ゲ
ー
ム
に
取
り
組
ん
だ
。

「終
末
期
の
医
療
に
つ
い
て
の

『本

人
の
意
思
』
は
、
声
の
大
き
な
家
族

の
意
向
で
変
わ
る
こ
と
も
多
い
。
選

択
を
迫
ら
れ
て
か
ら
で
は
な
く
、
元

気
な
う
ち
か
ら
将
来
の
意
思
決
定
を

考
え
る
機
会
を
つ
く
り
、
家
族
や
地

域
で
話
す
機
会
を
つ
く
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
満
足
の
い
く
終
末
期
の

医
療
を
受
け
る
に
は
、
法
律
や
制
度

を
整
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
市
民
レ

ベ
ル
の
意
識
も
高
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
」
（蔵
本
室
長
）

制
度
化
に
は
強
い
反
発

政
府
は
０８
年
、
医
師
が
延
命
治
療

な
ど
の
相
談
を
受
け
れ
ば
診
療
報
酬

を
加
算
す
る
仕
組
み
を
導
入
し
た
が
、

「高
齢
者
は
早
く
死
ね
と
い
う
こ
と

か
」
と
い
つ
た
強
い
反
発
を
受
け
、

１０
年
４
月
に
廃
上
。
今
年
４
月
に
は

京
都
市
が
延
命
治
療
な
ど
へ
の
意
思

を
確
認
す
る

「事
前
指
示
書
」
を
３

万
部
作

つ
て
配
布
し
た
が
、
「国
の

医
療
費
抑
制
に
同
調
し
て
い
る
の
で

は
」
と
い
つ
た
反
発
が
出
た
。
市
民

レ
ベ
ル
の
意
識
が
高
ま
っ
て
い
れ
ば

反
応
は
違
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

誰
に
で
も
、
い
つ
か
は
訪
れ
る
死
。

そ
の

「
い
つ
か
」
を
考
え
る
こ
と
が
、

「尊
厳
あ
る
死
」
へ
の
準
備
に
な
る
。

編
集
部

澤
田
晃
宏

（写
真
も
）

変わる逝き方 現場

終末期の医療に関する
国内外の動き

芦花ホームを訪れた日は文化祭が開かれ

ていた。入所者だけではなく、訪問看護を

利用する高齢者の写真も展示されていた

「病院」で死を迎える人の数が初めて「自

宅」を上回る(厚生省調査)

聖隷三方原病院 (静岡県浜松市)に 国内初
のホスピスが開設される

終末期医療で活躍した千葉県八日市場市

立病院の医師の山崎章郎さんの著書『病院

で死ぬということ」がベストセラーに

東海大学医学部付属病院で末期がんの男

性患者を
｀`
安楽死

″
させる事件が発生する

日本医師会が末期のがん患者などの医療

のあり方について尊厳死を肯定する報告書

を公表

横浜地裁が「東海大安楽死事件」の判決で、

例外的1こ安楽死が許容される要件を示す

国としては世界で初めて安楽死を合法化す

る法律がオランダで成立。議論を呼ぶ

川崎協同病院で98年 に患者が筋弛緩剤を

投与され安楽死させられたことが明らかに。

呼吸器内科部長が殺人罪に問われた

尊厳死の法制化を目指す超党派の「尊厳死

法制化を考える議員連盟」(現・終末期にお

ける本人意思の尊重を考える議員連盟)が
」発足

北海道立羽幌病院の医師が患者の人工呼

吸器を外したとして、殺人容疑で書類送検
される。後に嫌疑不十分で不起訴処分

富山県の射水市民病院で人工呼吸器を外

された末期がんなどの患者7人が死亡して

いたことが明らかに。主治医2人が殺人容

疑で書類送検されるが、後に不起訴に

厚生労働省が「終末期医療の決定プロセス

に関するガイドライン」をまとめる

終末期の治療方針を書面にした場合、医療

機関に支払われる「終末期相談支援料」導

入も反発を受け凍結、10年 4月 に廃止

尊厳死法制化議員連盟が法案を公表

厚労省が「人生の最終段階における医療体

制整備事業」を開始。ガイドラインの周知

を図り、相談体制のあり方を検討

韓国で患者の意思で延命治療を中上できる

「延命治療決定法試験事業」が実施される
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て
い
る
。
疼
痛

・
緩
和
ケ
ア
科
医
師

で
、
地
域
医
療
連
携
室
の
蔵
本
浩

一

室
長
（４１
）
は
こ
う
話
す
。

「終
末
期
の
医
療
に
つ
い
て
医
療
者

主
導
で
話
し
合
い
を
進
め
る
こ
と
自

体
に
違
和
感
が
あ
っ
た
。
場
合
に
よ

つ
て
は
医
療
者
の
都
合
が
前
面
に
出

て́
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
。
究
極
的
・

に
は
患
者
さ
ん
主
導
で
自
分
の
意
思

を
伝
え
る
こ
と
が
大
切
だ
」

．

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
用
い
る
の
が

「も
し
バ
ナ
ゲ
ー
ム
」
だ
。

４
人
１
組
に
な
り
、
カ
ー
ド
が
５

枚
ず
つ
配
ら
れ
る
。
カ
ー
ド
は
全
３６

枚
で
、
「痛
み
が
な
い
」
「誰
か
の
役

に
立
つ
」
「自
分
の
人
生
を
振
り
返

る
」
「
お
金
の
問
題
を
整
理
し
て
お

く
」
な
ど
死
に
際
に
必
要
な
こ
と
が

書
い
て
あ
る
。
余
ら
た
ガ
ー
ド
を
中

央
に
置
き
、
余
命
半
年
と
仮
定
し
て

ゲ
ー
ム
が
ス
タ
ー
ト
。
手
持
ち
の
カ

ー
ド
と
、
余
つ
た
カ
ー
ド
の
中
に
あ

る
自
分
が
大
切
に
し
た
い
と
思
う
こ

と
が
書
か
れ
た
カ
ー
ド
を
交
換
し
て
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