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本
人
の
人
生
・
価
値
観
と
医
学
的
妥
当
性
・
適
切
性
の
間
で

清
水 

哲
郎

講
演
４

一
　
厚
生
労
働
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
二
〇
一
八
改
訂
版
に
よ
る
Ａ
Ｃ
Ｐ
─

意
思
決
定
支
援

本
提
題
で
は
、
意
思
決
定
を
支
援
し
た
り
Ａ
Ｃ
Ｐ
を
進
め
た
り
す
る
際
に
土
台
と
な
る
考
え
方
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

透
析
の
導
入
・
終
了
と
い
う
選
択
も
、
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
支
援
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、

厚
生
労
働
省
は
、
人
生
の
最
終
段
階
に
お
け
る
医
療
・
ケ
ア
を
中
心
に
、
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
支
援
を
進
め
る
際
に
ベ
ー
ス
と

な
る
考
え
方
を
示
す
こ
と
を
目
指
し
て
「
人
生
の
最
終
段
階
に
お
け
る
医
療
・
ケ
ア
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
二
〇
一
八
年
改
訂
版
を
公
表
し
て
い
る 1
。
そ
こ
で
ま
ず
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
示
す
と
こ
ろ
を
確
認
し
よ
う
。

同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
示
す
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
特
徴
を
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う 2
。

ま
ず
、
患
者
本
人
が
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
で
き
る
場
合
に
は
、
本
人
と
医
療
・
ケ
ア
チ
ー
ム
が
話
し
合
い
を
十
分
に
し

て
合
意
に
至
り
、
合
意
を
背
景
に
本
人
が
意
思
決
定
し
、
そ
れ
を
受
け
て
医
療
・
ケ
ア
チ
ー
ム
が
医
療
・
ケ
ア
に
関
す
る
決
定
を

す
る
、
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。
本
人
が
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
で
き
な
い
場
合
に
は
、
医
療
・
ケ
ア
チ
ー
ム
は
家
族
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等
と
話
し
合
い
、
本
人
に
と
っ
て
の
最
善
を
目
指
し
て
、
や
は
り
合
意
に
基
づ
く
決
定
を
す
る
。
家
族
等
も
参
加
で
き
な
い
事
情

の
場
合
は
、
医
療
・
ケ
ア
チ
ー
ム
内
で
本
人
の
最
善
を
目
指
し
て
話
し
合
い
、
意
見
の
一
致
に
基
づ
い
て
決
定
す
る
、
と
い
う
よ

う
に
、
本
文
を
き
ち
ん
と
読
む
限
り
、
全
体
に
「
合
意
に
基
づ
く
決
定
」
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
本
人
と
医
療
側
の
話
し
合
い
の
中
身
に
つ
い
て
何
が
言
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
医
療
者
側
で
専
門
的
に
、「
こ
の

患
者
の
身
体
の
状
態
に
は
、
こ
う
い
う
治
療
が
一
般
的
に
最
善
で
あ
る
」
と
医
学
的
妥
当
性
・
適
切
性
に
つ
い
て
の
判
断
が
な

さ
れ
る
が
、
話
し
合
い
を
通
じ
て
そ
の
医
学
的
妥
当
性
の
判
断
と
、
本
人
の
意
向
が
一
致
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
一
番
望
ま
し
い
、

と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
本
人
が
医
学
的
妥
当
性
を
理
解
し
て
そ
れ
に
合
わ
せ
る
と
い
う
一
方
的
な
も
の
で
は
な
く
、
本
人

の
志
向
を
評
価
の
基
準
に
し
て
医
学
的
妥
当
性
を
考
え
直
す
と
い
う
場
合
も
含
ん
で
い
る
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
点
は
「
本
人
の
人
生
や
価
値
観
、
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
望
む
の
か
」
を
し
っ
か
り
聴
く
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と

か
ら
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
本
人
の
意
思
と
医
学
的
妥
当
性
・
適
切
性
の
判
断
と
の
一
致
と
い
う
こ
と
を
求
め
る
と
き
に
、

医
療
者
側
は
本
人
の
人
生
観
や
価
値
観
に
つ
い
て
よ
く
理
解
し
て
、「
か
け
が
え
の
な
い
唯
一
の
人
生
を
今
生
き
て
い
る
本
人

に
と
っ
て
、
ど
う
す
る
こ
と
が
最
善
か
」
と
考
え
る
。
本
人
に
も
、「
医
学
的
に
は
こ
う
な
の
だ
な
」
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
、

自
ら
の
病
状
や
可
能
な
治
療
を
自
ら
の
人
生
の
物
語
り
に
組
み
込
む
道
を
考
え
て
い
た
だ
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
話
し
合
っ
て
、

合
意
を
目
指
す
」
の
で
あ
る
。
ま
た
、
家
族
も
本
人
の
意
向
や
気
持
ち
を
尊
重
し
つ
つ
、
こ
の
合
意
形
成
を
目
指
す
話
し
合
い
に

積
極
的
に
参
加
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
方
向
性
は
筆
者
ら
が
長
年
提
唱
し
て
き
た
「
情
報
共
有
─

合
意
モ
デ
ル
」
と
親
和
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
。

左
の
図
1
の
説
明
は
割
愛
す
る
が
、
こ
こ
で
医
療
・
ケ
ア
チ
ー
ム
か
ら
本
人
─

家
族
へ
の
「
説
明
」
に
「
生
物
学
的
・
一
般
的

価
値
観
・
医
学
的
情
報
に
基
づ
く
最
善
の
判
断
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
「
医
学
的
妥
当
性
」
と
書
き
換
え
、
本
人
─

家
族
か
ら
医

療
・
ケ
ア
チ
ー
ム
へ
の
「
説
明
」
に
「
い
の
ち
の
物
語
り
的
／
個
々
の
価
値
観
・
人
生
の
生
き
方
・
事
情
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
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図 1　

図 2

意志決定プロセス　　情報共有─合意モデル
生物学的・一般的価値観・
医学的情報に基づく
最善の判断

医療・

ケアチーム

本人
│
家族

最善についての
個別化した判断

いのちの物語り的
個々の価値観・

人生の生き方・事情

適切な理解を伴う
意向の形成共同で決定 合　意

Informed
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説　明

説　明
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関係者の賛同・支持

厚労省GL2018 改訂版による
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の判断

意志決定プロセス　　情報共有─合意モデル

医療・

ケアチーム

本人
│
家族

最善についての
個別化した判断

適切な理解を伴う
意向の形成合　意

説　明

説　明



死生学・応用倫理研究 27 号

シンポジウム「人生の最終段階と透析療法―緩和ケアと ACP の役割」

60

「
本
人
の
人
生
や
価
値
観
、
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
望
む
の
か
」
と
書
き
換
え
れ
ば
（
図
2
）、
情
報
共
有
─

合
意
モ
デ
ル
の
図
は
、

厚
生
労
働
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
二
〇
一
八
年
改
訂
版
の
意
志
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
説
明
に
当
て
嵌
ま
る
の
で
あ
る
。

Ａ
Ｃ
Ｐ
を
含
む
意
思
決
定
支
援
や
透
析
の
導
入
・
終
了
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
、
理
論
的

に
も
筋
が
通
り
、
厚
生
労
働
省
が
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
あ
り
方
に
相
応
し
い
と
言
え
よ
う
。

二
　
合
意
を
目
指
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

以
下
で
は
、
厚
生
労
働
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
＝
情
報
共
有
─

合
意
モ
デ
ル
）
が
示
す
、
合
意
を
目
指
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
あ
り
方
を
よ
り
具
体
的
に
検
討
す
る
。

医
学
的
な
妥
当
性
・
適
切
性
は
、
医
学
的
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
が
、
そ
の
判
断
・
評
価
に
は
何
ら
か
の
価
値

観
が
介
在
し
て
く
る
。
例
え
ば
、「
Ｑ
Ｏ
Ｌ
は
高
く
、
生
命
予
後
は
で
き
る
だ
け
長
く
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
価
値
観
を
、
医

療
・
ケ
ア
従
事
者
は
あ
る
程
度
共
通
な
価
値
観
と
し
て
も
っ
て
い
て
、
そ
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
評
価
を
し
て
い
る
。

高
齢
者
に
関
わ
る
医
学
的
推
奨
に
関
し
て
は
、
フ
レ
イ
ル
な
い
し
老
い
の
程
度
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
本

人
の
老
い
の
進
み
方
（frailty

） 

が
ど
の
よ
う
な
段
階
で
あ
る
か
が
、
推
奨
内
容
に
影
響
す
る
（
こ
れ
に
関
す
る
エ
ビ
デ
ン
ス
が

蓄
積
さ
れ
れ
ば
で
あ
る
が
）。
例
え
ば
「
老
い
の
進
み
方
が
こ
の
く
ら
い
か
ら
先
は
、
こ
の
選
択
肢
は
本
人
に
と
っ
て
害
に
し
か

な
ら
な
い
だ
ろ
う
」「
こ
の
程
度
の
進
行
状
況
で
あ
れ
ば
こ
の
治
療
に
は
そ
れ
な
り
の
益
が
見
込
ま
れ
る
」
等
、
老
い
の
程
度
を

考
慮
し
た
選
択
肢
の
検
討
が
重
要
で
あ
ろ
う 3
。

　
他
方
で
、
本
人
の
人
生
と
価
値
観
に
つ
い
て
は
、「
こ
う
い
う
人
生
を
送
っ
て
き
た
、
こ
れ
か
ら
、
こ
う
生
き
た
い
と
思
っ

て
い
る
」
と
い
う
本
人
の
物
語
り
を
聴
く
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
物
語
り
か
ら
理
解
さ
れ
る
本
人
の
人
生
と
価
値
観
が
、
本
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人
に
と
っ
て
の
最
善
を
探
る
際
の
基
準
に
な
る
。
こ
こ
で
、
本
人
か
ら
得
た
人
生
と
価
値
観
と
、
本
人
が
具
体
的
に
医
療
・
ケ
ア

に
関
し
て
示
す
意
向
と
の
間
が
整
合
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
こ
に
関
係
者
に
よ
る
意
思
決
定
支
援
が
有
効
で
あ
る
可
能
性

が
あ
る
。
医
療
・
ケ
ア
従
事
者
が
選
択
に
つ
い
て
の
本
人
の
意
向
を
聞
い
て
「
そ
れ
は
あ
な
た
ら
し
い
選
択
で
す
ね
」
と
肯
定
す

る
の
は
、
人
生
や
価
値
観
と
表
明
さ
れ
た
個
別
の
意
向
と
が
整
合
的
で
あ
る
場
合
で
あ
ろ
う
。

医
学
的
妥
当
性
と
本
人
の
人
生
・
価
値
観
を
踏
ま
え
た
意
向
に
つ
い
て
見
た
上
で
、
両
者
を
組
み
合
わ
せ
て
考
え
よ
う
。
本
人

の
意
向
と
医
学
的
に
推
奨
さ
れ
る
内
容
と
は
、
一
致
す
る
（
①
）
な
い
し
齟
齬
が
な
い
場
合
（
②
）
と
、
不
一
致
で
あ
る
場
合

（
③
）
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
医
学
的
な
推
奨
と
本
人
の
意
向
が
一
致
し
て
い
る
場
合
。
例
え
ば
、「
透
析
導
入
」
が
候
補
に
な
っ
て
い
る
場
合
、
本
人
に

と
っ
て
の
益
と
害
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
よ
り
、
本
人
に
と
っ
て
医
学
的
に
導
入
を
推
奨
す
る
と
評
価
さ
れ
、
本
人
も
導
入
を
選

択
す
る
意
向
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
本
人
と
医
療
側
の
意
見
が
結
果
と
し
て
一
致
し
て
い
る
こ
と
を

も
っ
て
、
合
意
成
立
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
本
人
が
病
状
や
透
析
に
つ
い
て
よ
く
理
解
し
た
上
で
（
＝inform

ed

）
導
入
と

い
う
意
向
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
本
人
の
人
生
・
価
値
観
と
意
向
と
は
整
合
的
か
を
確
認
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

意
思
決
定
支
援
に
な
る
。

ま
た
医
療
者
側
の
推
奨
と
本
人
の
意
向
は
一
致
し
て
い
る
が
、
本
人
は
医
学
的
妥
当
性
と
い
う
理
由
で
は
な
く
て
別
の
理
由
、

例
え
ば
、「
自
分
の
た
め
に
使
う
予
定
の
社
会
資
源
は
、
ほ
か
の
人
に
譲
り
た
い
」
と
い
っ
た
理
由
で
、
医
療
側
と
一
致
す
る
意

向
に
な
っ
た
と
い
う
場
合
も
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
そ
の
理
由
は
本
人
の
真
意
で
あ
る
か
、
ま
た
、
本
人
の
人
生
や
価
値
観
と
整

合
的
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
そ
の
選
択
が
医
学
的
に
も
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
本
人
が
理
解
し
て
、
自
ら
の
選
択
の
も
う

一
つ
の
理
由
に
な
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
も
意
思
決
定
支
援
の
一
環
で
あ
る
。
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②
医
学
的
な
推
奨
が
「
選
択
・
不
選
択
は
本
人
次
第
」
の
場
合
、
選
択
に
関
し
て
は
医
学
的
に
は
推
奨
も
反
対
も
し
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
上
で
、
本
人
の
意
向
が
、
そ
の
人
生
や
価
値
観
と
整
合
的
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
本
人
も
医
学
的
な
判
断
を
理
解
し

た
上
で
、
人
生
に
と
っ
て
の
最
善
を
目
指
し
て
そ
の
意
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
の
が
よ
い
。

③
医
学
的
な
推
奨
と
本
人
の
意
向
が
不
一
致
の
場
合
、
話
し
合
い
に
よ
る
意
思
決
定
支
援
を
じ
っ
く
り
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

特
に
医
療
側
は
医
学
的
に
妥
当
で
あ
る
と
し
て
推
奨
し
て
い
る
選
択
肢
を
絶
対
視
せ
ず
に
、
本
人
の
人
生
と
価
値
観
を
基
準
に
し

て
検
討
し
直
す
姿
勢
が
望
ま
れ
る
。

③’
そ
の
よ
う
に
し
て
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
話
し
合
っ
た
が
、
な
お
合
意
に
到
ら
な
い
場
合
、
次
の
二
つ
に
場
合
分
け
す
る 4
。

ⓐ
「
医
療
側
は
選
択
を
推
奨
─

本
人
の
意
向
は
不
選
択
」
と
い
う
場
合
、
本
人
が
嫌
が
る
医
療
行
為
を
医
療
側
が
強
行
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
強
行
し
な
い
こ
と
が
第
三
者
に
限
度
を
超
え
た
害
を
も
た
ら
す
場
合
は
別
で
あ
る
。

ⓑ
「
医
療
側
は
不
選
択
を
推
奨
─

本
人
の
意
向
は
選
択
」
と
い
う
場
合
、
医
療
側
は
「
本
人
の
希
望
に
応
じ
な
く
て
も
よ
い
」

場
合
と
、「
本
人
の
希
望
に
応
じ
て
は
な
ら
な
い
場
合
」
と
が
あ
る
。

 

・
希
望
に
応
じ
な
く
て
も
よ
い
の
は
、「
医
学
的
に
も
人
生
の
観
点
で
も
無
益
」
ま
た
は
「
う
ま
く
行
け
ば
益
が
も
た
ら
さ

れ
る
が
、
重
大
な
害
の
リ
ス
ク
も
あ
る
」
と
い
う
場
合
で
あ
る
。

 

・
希
望
に
応
じ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
本
人
に
益
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
越
え
た
害
を
も
た
ら
す
」
ま
た
は
「
第
三
者
に
限
度

を
超
え
た
害
を
も
た
ら
す
」
場
合
で
あ
る
。

た
だ
し
い
ず
れ
も
、
希
望
に
応
じ
な
い
対
応
が
、
さ
ら
に
大
き
な
害
を
も
た
ら
す
場
合
は
別
で
あ
る
。

以
上
の
ⓐ
と
ⓑ
は
、
本
人
お
よ
び
医
療
側
の
価
値
観
と
い
う
観
点
で
整
理
す
る
と
分
か
り
易
い
。

す
な
わ
ち
、
ⓐ
は
「
医
療
側
は
自
ら
の
価
値
観
を
本
人
に
押
し
つ
け
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ⓑ
は
「
医
療
者
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側
は
自
ら
の
価
値
観
に
反
す
る
こ
と
を
、
本
人
の
価
値
観
に
従
っ
て
実
行
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
。た

だ
し
、
こ
う
し
た
場
合
も
、
意
思
決
定
支
援
の
文
脈
で
こ
の
よ
う
な
対
応
を
す
る
以
上
は
、
本
人
を
人
間
と
し
て
尊
重
す
る

姿
勢
に
発
し
、
本
人
の
人
生
と
価
値
観
を
尊
重
し
、
誠
実
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
続
け
る
こ
と
を
目
指
す
対
応
が
望
ま
れ
る
。

お
わ
り
に
か
え
て
　

─
Ｅ
Ｏ
Ｌ
Ｃ
の
倫
理 

最
後
に
、
Ｅ
О
Ｌ
Ｃ
（
エ
ン
ド
オ
ブ
ラ
イ
フ
・
ケ
ア
）
の
倫
理
に
簡
単
に
触
れ
て
論
を
閉
じ
た
い
。
人
生
の
最
終
段
階
に
関
す

る
緩
和
ケ
ア
の
倫
理
の
基
礎
と
な
る
思
想
が
、
一
九
九
〇
年
お
よ
び
二
〇
〇
二
年
の
Ｗ
Ｈ
Ｏ
に
よ
る
緩
和
ケ
ア
の
定
義
に
、
見
出

さ
れ
る

：「
緩
和
ケ
ア
は
、
生
を
肯
定
し
、
死
へ
と
向
か
う
あ
り
方
（
＝dying: 

も
う
生
の
方
向
に
引
き
返
す
こ
と
な
く
死
へ
と

向
か
う
だ
け
と
い
う
状
態
）
を
ノ
ー
マ
ル
な
過
程
と
看
做
す
／ 

死
を
早
め
る
こ
と
も
、
先
延
ば
し
に
す
る
こ
と
も
意
図
し
な
い 5
」。

こ
の
よ
う
に
、
が
ん
疾
患
を
モ
デ
ル
に
し
て
最
期
の
部
分
を “living &

 dying”

（
生
き
て
い
る
、
か
つ
、
死
に
向
か
っ
て
い
る
） 

と
把
握
す
る
こ
と
を
背
景
に
し
て
、「
生
き
て
い
る
」
を
最
善
の
あ
り
方
に
な
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
と
、「
死
に
向
か
っ
て

い
る
」
を
で
き
る
か
ぎ
り
防
ぐ
べ
き
悪
（
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
な
こ
と
）
と
は
考
え
ず
、
誰
で
も
が
い
つ
か
は
到
る
普
通
の
こ
と
と

看
做
す
こ
と
を
謳
っ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、「
死
を
早
め
る
こ
と
（
縮
命
）
も
、
先
延
ば
し
に
す
る
こ
と
（
延
命
）

も
意
図
し
な
い
」
つ
ま
り
、
残
り
の
日
々
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
が
高
い
状
態
で
過
ご
せ
る
よ
う
に
緩
和
ケ
ア
が
活
動
し
た
結
果
と
し
て
縮
命

に
な
っ
た
り
延
命
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
問
題
な
い
が
、
縮
命
や
延
命
を
目
指
し
て
何
か
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
、
と

い
う
宣
言
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

特
に
健
康
寿
命
期
を
過
ぎ
て
、
フ
レ
イ
ル
に
な
り
、
そ
の
老
い
に
よ
る
弱
さ
が
進
行
し
て
行
く
時
期
（
ポ
ス
ト
健
康
寿
命
期
）
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に
あ
る
高
齢
者
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
上
述
の
緩
和
ケ
ア
の
生
と
死
の
理
解
が
有
効
で
あ
ろ
う
。「
余
命
が
延
び
る
・
延
び
な

い
」
で
は
な
く
、「
残
り
の
日
々
を
よ
り
よ
く
生
き
る
」
を
評
価
の
基
準
と
し
て
、
本
人
を
中
心
と
し
関
係
者
が
一
緒
に
最
善
の

道
を
求
め
る
プ
ロ
セ
ス
（
＝shared decision-m

aking

）
が
臨
床
現
場
に
浸
透
し
て
い
く
こ
と
を
望
み
た
い
。
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