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日
本
に
お
け
る
臨
床
死
生
学
と
臨
床
倫
理
学
の
交
叉

清
水 

哲
郎

東
京
大
学
の
死
生
学
・
応
用
倫
理
セ
ン
タ
ー
上
廣
講
座
が
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
・
開
発
活
動
は
、
臨
床
死
生
学
と
臨
床

倫
理
学
に
ま
た
が
る
領
域
の
も
の
で
あ
る

―
こ
の
語
り
だ
し
の
一
文
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
こ
れ
を
韓
国
語
や
英
語
に
ど
う

訳
す
か
に
よ
っ
て
、
死
生
学
を
め
ぐ
る
学
問
文
化
が
必
ず
し
も
同
じ
で
な
い
非
日
本
語
圏
の
研
究
者
た
ち
に
、
私
が
理
解
し
て
い

た
だ
き
た
い
よ
う
に
伝
わ
る
か
ど
う
か
、
心
許
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
日
本
に
お
け
る
「
死
生
学
」
お
よ
び

「
臨
床
死
生
学
」
と
呼
ば
れ
る
領
域
の
成
立
を
振
り
返
っ
て
、
私
た
ち
に
お
け
る
意
味
を
説
明
し
（
第
一
章
）、
そ
の
上
で
、
本
講

座
が
取
り
組
ん
で
い
る
臨
床
倫
理
領
域
の
活
動
を
、
そ
こ
に
融
合
し
て
含
ま
れ
る
臨
床
死
生
学
に
特
に
注
目
し
な
が
ら
、
報
告
す

る
（
第
二
章
、
第
三
章
）。

第
一
部

　
総
論
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一
　
死
生
学Th

anatology 

の
米
国
に
お
け
る
成
立
と
日
本
へ
の
輸
入

日
本
語
で
「
死
生
学
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
学
問
領
域
は
、
ア
メ
リ
カ
英
語
で
は T

hanatology 

で
あ
り
、
語
源
を
言

え
ば
ギ
リ
シ
ア
語
の
「thanatos

死
」
と
「logos/logia 

学
・
論
・
理
」
を
組
み
合
わ
せ
た
造
語
で
あ
る
。
古
く
は astrologia 

（
占

星
術
）
の
よ
う
な
例
が
あ
る
造
語
法
で
あ
っ
て
、B

iology

、P
sychology 

な
ど
と
同
様
に
、
西
欧
の
知
識
人
で
あ
れ
ば
こ
の
語
を

見
た
だ
け
で
死
を
テ
ー
マ
と
し
た
学
問
領
域
の
こ
と
だ
と
推
測
で
き
る
。thanatology

は
実
際
に
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
使

わ
れ
て
い
た
（
こ
れ
を
以
下
で
は
こ
の
語
の
「
第
一
の
用
法
」
と
呼
ぶ
）。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
も
終
わ
り
に
近
く
な
っ
て
、

米
国
に
お
い
てT

hanatology 

は
よ
り
限
定
さ
れ
た
意
味
で
使
わ
れ
始
め
た
（
こ
の
語
の
「
第
二
の
用
法
」
と
呼
ぶ
）。
次
に
引
用

す
る
Ｏ
Ｅ
Ｄ
（O

xford E
nglish D

ictionary

）
に
よ
る
こ
の
語
の
定
義
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
簡
潔
明
瞭
に
語
っ
て
い
る
。

死
、
そ
の
原
因
お
よ
び
事
象
に
つ
い
て
の
科
学
的
研
究
。
ま
た
、（
米
国
起
源
の
用
法
と
し
て
）
死
へ
と
近
づ
く
こ
と
が
も

た
ら
す
諸
結
果
お
よ
び
終
末
期
患
者
と
そ
の
家
族
の
必
要
に
つ
い
て
の
研
究
。

T
he scientific study of death, its causes and phenom

ena. A
lso (orig. U

.S. ), the study of the effects of approaching death 

and of the needs of the term
inally ill and their fam

ilies.

右
の
定
義
の
第
一
に
挙
が
っ
て
い
る
も
の
が
、
第
一
の
用
法
で
あ
り
、
第
二
に
「
米
国
起
源
の
（orig. U

.S.

）
と
し
て
挙
が
っ
て

い
る
も
の
が
第
二
の
用
法
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

附
言
す
る
と
、C

ollins 

は
イ
ギ
リ
ス
英
語
の
用
法
と
し
て
は
Ｏ
Ｅ
Ｄ
の
第
一
の
用
法
に
ほ
ぼ
等
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
挙

げ
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
英
語
の
用
法
と
し
て
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｄ
の
第
二
の
用
法
に
ほ
ぼ
等
し
い
と
解
し
得
る
も
の
を
一
般
的
意
味
に
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付
け
加
え
て
挙
げ
て
い
る

：

C
ollins E

nglish D
ictionary : “the scientific study of death and the phenom

ena and practices relating to it.”

C
ollins A

m
erican E

nglish D
ictionary: “the study of death, esp. of the m

edical, psychological, and social problem
s 

associated w
ith dying.”

こ
の
よ
う
に
、
一
般
的
用
法
と
米
国
起
源
の
用
法
が
区
別
で
き
、
そ
の
う
ち
後
者
、
す
な
わ
ち
死
に
直
面
し
て
い
る
患
者
と
そ

の
家
族
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
そ
の
ケ
ア
を
志
す
学
問
領
域
を
指
す
用
法
を
伴
っ
て
、「
死
生
学
＝T

hanatology

」
が
日
本
に
入
っ

て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

Ｏ
Ｅ
Ｄ
が
枚
挙
し
て
い
る thanatology 

の
用
例
を
見
る
こ
と
で
、
上
述
の
二
つ
の
用
法
を
確
認
し
て
お
く
。
ま
ず
、「
死
生
学
、

す
な
わ
ち
死
に
つ
い
て
の
記
述
な
い
し
教
説
（T

hanatology , a description, or the doctrine, of death

）」（
一
八
四
二
年
）、「
高
齢

期
と
死
に
つ
い
て
の
学
問
研
究
、
す
な
わ
ち
、
老
年
学
と
死
生
学
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
学
の
二
つ
の
枝
（T

he scientific study 

of old age and of death, tw
o branches of science that m

ay be called gerontology  and thanatology

）」（
一
九
〇
三
年
）
と
い
う
よ
う

に
、
当
初thanatology

は
、
上
述
し
た
語
と
し
て
の
成
り
立
ち
の
理
解
か
ら
直
ち
に
言
え
る
第
一
の
用
法
で
使
わ
れ
て
い
た
。

だ
が
、
一
九
六
〇
年
代
の
終
り
頃
か
ら
、
米
国
の
文
献
に
第
二
の
用
法
に
該
当
す
る
例
が
見
え
て
く
る
。「
死
生
学
財
団
が
設

立
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
（A

 Foundation of T
hanatology is being form

ed

）」（
一
九
六
九
年
）
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
第
二
の
用

法
で
あ
る
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
以
下
に
言
及
す
る
Ｏ
Ｅ
Ｄ
以
外
の
情
報
を
併
せ
考
え
る
と
、
死
生
学
財
団
が
「
死
生
学
」
の
名

の
下
に
行
っ
た
活
動
が
、
ま
さ
に
死
生
学
の
第
二
の
用
法
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
後
、
第
二
の
用
法
と

思
わ
れ
る
例
が
あ
り
、
当
時
の
死
生
学
が
問
題
に
し
て
い
た
こ
と
の
一
端
が
分
か
る
の
で
、
次
に
挙
げ
て
お
く
。
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死
生
学
と
共
に
新
た
に
現
れ
た
も
っ
と
も
や
っ
か
い
な
論
点
は
、
終
末
期
の
患
者
に
そ
の
病
に
つ
い
て
何
を
語
る
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。（T

he m
ost disturbing issue that has arisen anew

 w
ith thanatology is the problem

 of w
hat to tell the 

term
inal patient about his illness

）
…
…
死
生
学
上
の
議
論
の
も
う
一
つ
の
領
域
は
、
終
末
期
の
患
者
の
痛
み
を
和
ら
げ
る

投
薬
に
関
す
る
も
の
で
あ
る(A

nother area of thanatological controversy concerns the adm
inistration of drugs to relieve 

the pain of the term
inally ill

（
一
九
七
二
年
）

　
こ
の
よ
う
に
終
末
期
の
患
者
の
関
す
る
心
の
問
題
も
疼
痛
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
医
学
的
な
問
題
も
「
死
生
学
」
の
テ
ー
マ
だ
と

理
解
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
さ
ら
に
、
次
の
用
例
で
は
、
幼
少
期
に
お
け
る
生
死
の
教
育
に
も
、
死
生
学
の
名
の
下
で
の
提
言
が

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

死
生
学
と
い
う
新
し
い
領
域
の
従
事
者
は
、
親
た
ち
に
子
供
を
（
た
と
え
幼
く
て
も
）
葬
儀
に
連
れ
て
行
く
よ
う
に
奨
励

し
て
い
る
（W

orkers in the new
 field of thanatology are encouraging parents to take their children, even sm

all ones, to 

funerals

）（
一
九
七
六
年
）

こ
の
よ
う
な
用
例
か
ら
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
歯
科
学
教
授
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
カ
ッ
チ
ャ
ー
（A

ustin H
. K

utscher

）
を
初
代
会

長
と
す
る
、
死
生
学
財
団
（Foundation of T

hanatology

、
一
九
六
九
年
創
立
）
の
活
動
が
重
要
で
あ
る
。
同
財
団
は
死
生
学
シ

リ
ー
ズ
の
書
籍
を
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
か
ら
数
多
く
出
版
し
て
お
り
、
死
に
直
面
し
た
人
々
と
そ
の
家
族
（
遺
族
）
の
ニ
ー
ズ
へ
の

対
応
と
い
う
こ
と
で
、
医
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
そ
の
他
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
ま
た
が
る
広
い
視
野
を
も
っ
た
シ
リ
ー
ズ
と
な
っ
て
い

る
。
い
く
つ
か
書
名
を
別
表
に
挙
げ
て
お
く
（
表
1
）。
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表 1　死生学財団の出版活動例

・Archives of the Foundation of Thanatology, Volume 1, Number 2 (July, 1969)

・Journal of Thanatology, Volume 1, Number 1 (January-February, 1971), Paperback – 1971 by 

M.D. Melvin J. Krant (Author), M.D. Alan Sheldon (Author), & 6 more ; Articles: The Dying 

Patient-Medicine’s Responsibility; Dying and Mystical Consciousness; Death and Dying: A 

Chronological Discussion; and, Is Acceptance of Non-Being Possible? 79pp.

・Psychopharmacological Agents for the Terminally Ill and Bereaved, 1973. Edited by Ivan 

K. Goldberg, Sidney Malitz, and Austin H. Kutscher.

・The terminal patient: oral care, 1973. Edited by Austin H. Kutscher, Bernard Schoenberg and 

Arthur C. Carr.

・Bereavement: Its Psychosocial Aspects, Oct 15, 1975 by Bernard Schoenberg and Austin 

H. Kutscher

・Philosophical Aspects of Thanatology: Edited for the Foundation of Thanatology, Sep 1976 by 

Florence M. Hetzler and Austin H. Kutscher

・The Nurse As Caregiver for the Terminal Patient and His Family (Foundations of Thanatology)

Nov 1976 by Ann M. Earle

・Social Work With the Dying Patient and the Family (Foundations of Thanatology) Oct 1977  

by Elizabeth R. Prichard

・Home Care: Living with the Dying (Foundations of Thanatology) Jul 22, 1979 by Elizabeth 

R. Prichard

・Principles of Thanatology (Columbia University Press/Foundation of Thanatology Series) 

Hardcover – July, 1987 by Austin H. Kutscher (Editor, Contributor), & 3 more

カ
ッ
チ
ャ
ー
教
授
は
別
表
の
リ
ス
ト

に
も
複
数
回
登
場
す
る
が
、
終
末
期
患

者
へ
の
口
腔
ケ
ア
を
主
題
と
す
る
書
籍

に
お
い
て
死
に
直
面
し
た
人
々
の
ケ
ア

を
め
ぐ
っ
て
哲
学
的
洞
察
を
加
え
つ
つ
、

歯
科
学
の
立
場
か
ら
終
末
期
患
者
へ
の

口
腔
ケ
ア
の
重
要
性
を
論
じ
る
な
ど
、

死
生
学
史
と
い
う
観
点
で
重
要
人
物
で

あ
る
と
言
え
る
が
、
本
発
表
で
は
割
愛

せ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
、
こ
れ
ら
と
前
後
し
て
、
英

米
に
は
現
在
に
い
た
る
ま
で
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
る
活
動
や
著
作
が

あ
る
。
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ァ
イ
フ
ァ
ド
編

に
な
るT

he M
eaning of D

eath  (1965)

、

シ
シ
リ
ー
・
ソ
ン
ダ
ー
ス
に
よ
る
聖

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ホ
ス
ピ
ス
設
立

（
一
九
六
七
年
）、
Ｅ
・
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー

＝

ロ
ス
著On D

eath and D
ying  (1969)
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（
死
ぬ
瞬
間

―
死
に
ゆ
く
人
々
と
の
対
話
）
な
ど
で
あ
る
。
彼
ら
は
死
生
学
の
歴
史
を
語
る
際
に
、
し
ば
し
な
言
及
さ
れ
、
確

か
に
結
果
と
し
て
死
生
学
の
先
駆
的
活
動
を
し
た
と
い
え
よ
う
が
、
彼
ら
自
身
が
自
ら
の
活
動
を
「
死
生
学
」
と
称
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。

１
　
日
本
に
お
け
る
死
生
学

こ
の
よ
う
に
、
米
国
に
お
い
てT

hanatology

に
新
し
い
意
味
を
持
た
せ
つ
つ
、
死
に
直
面
し
た
患
者
と
そ
の
家
族
・
遺
族
へ

の
ケ
ア
を
テ
ー
マ
と
す
る
学
問
領
域
が
形
成
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
日
本
に
入
っ
て
く
る
と
、「
死
―

学
」
で
は
な
く
、「
死
生
学
」

と
い
う
日
本
名
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
「
死
―

学
」
と
い
う
語
の
イ
メ
ー
ジ
や
、
発
音
さ
れ
た
時
に
意
味
が
伝
わ
り
に
く
い
と

い
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
な
に
よ
り
も
、
日
本
語
に
漢
語
由
来
の
「
死
生
」
な
い
し
「
生
死
」（
現
在
で
は
、
通

常
は
「
せ
い
し
」
と
発
音
さ
れ
る
が
、
仏
教
用
語
と
し
て
は
「
し
ょ
う
じ
」
と
な
る
）、
ま
た
「
死
生
観
」「
生
死
観
」
と
い
っ
た

熟
語
が
あ
り 1
、T

hanatology

が
、
生
き
て
い
る
者
が
死
ぬ
と
い
う
場
面
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
死
生
な
い
し
生
死

が
適
当
な
訳
語
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
（
加
え
て
、T

hanatology

が
直
訳
す
れ
ば
「
死
学
」
で
あ
る
か
ら
に
は
、「
生
死
」

で
は
な
く
「
死
生
」
が
選
ば
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
）。

日
本
に
お
い
て
、「
死
に
ゆ
く
患
者
の
ケ
ア
」
が
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
米
国
に
お
け
る
動
き

か
ら
そ
う
隔
た
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
必
ず
し
も
「
死
生
学
」
と
い
う
語
が
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
動
き
の
一
端
を
別
表
に
示
す
（
表
2
）。

こ
の
う
ち
、「
日
本
臨
床
死
生
学
会
（Japanese Society for C

linical T
hanatology

）」
と
い
う
名
称
は
や
や
奇
妙
に
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、T

hanatology

の
米
国
に
お
い
て
成
立
し
た
新
し
い
用
法
が
日
本
に
入
っ
て
き
て
、
死
生
学
と
な
っ
た
以
上
、
こ

れ
は
臨
床
に
お
け
る
活
動
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
「
死
生
学
」
に
「
臨
床
的
」
と
い
う
性
格
が
含
ま
れ
て
い
る
は



清水哲郎

日本における臨床死生学と臨床倫理学の交叉

125

ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
背
景
が
関
係

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

日
本
に
「
終
末
期
ケ
ア
」「
緩
和
ケ
ア
」
と
い
っ
た
語

が
、
死
に
直
面
し
た
患
者
の
ケ
ア
を
指
す
語
と
し
て
入
っ

て
き
た
時
、
日
本
の
専
門
家
た
ち
は
、
欧
米
と
日
本
の
文

化
の
違
い
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
。
な
ん
と
い
っ
て
も
、

当
時
は
現
在
よ
り
も
は
る
か
に
キ
リ
ス
ト
教
バ
イ
ア
ス
が

か
か
っ
たT

hanatology

で
あ
っ
た
た
め
、
日
本
に
そ
の

ま
ま
適
用
で
き
な
い
と
感
じ
た
臨
床
家
た
ち
も
多
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
日
本
に
お
け
る
死
に
ゆ
く
者
へ
の
ケ
ア
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
動
機
が
あ
り
、
そ
れ
を
具
体

的
に
実
行
す
る
際
に
、「
死
生
観
」
と
い
う
熟
語
を
使
っ

て
「
日
本
人
の
死
生
観
」
等
の
表
現
が
使
わ
れ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
専
門
家
は
臨
床
家
で
は
な

く
、
日
本
文
化
に
関
わ
る
学
問
諸
領
域
の
研
究
者
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
こ
と
で
、「
死
生
学
」
は
こ
の
よ
う
な
範

囲
を
も
カ
バ
ー
す
る
よ
う
に
拡
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
も
同
様

表 2　日本における動向

・河野博臣（1928-2003）

　1974 年　『死の臨床～死にゆく人々への援助』

　1977 年　「死の臨床研究会」（the Japanese Association for Clinical Research on Death and 

　　Dying）創設

　1986 年「日本サイコオンコロジー学会」創設

・柏木哲夫（1939- ）

　1978 年　『死にゆく人々のケア―末期患者へのチームアプローチ』

　1984 年　淀川キリスト教病院ホスピス開設

・アルフォンス・デーケン

　1983 年　「生と死を考える会」

（・1990 年　WHO　緩和ケアについての報告書（80 年代後半にがん性疼痛コントロー

　　ル法））

・1995 年　日本臨床死生学会（Japanese Society for Clinical Thanatology）発足

・1996 年　日本緩和医療学会（Japanese Society for Palliative Medicine）発足



死生学・応用倫理研究 21 号

国際シンポジウム「東アジアの死生学へ」

126

に
起
き
て
い
る
。
脳
死
に
よ
る
臓
器
移
植
と
い
う
こ
と
が
入
っ
て
き
た
時
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
論
争
が
重

ね
ら
れ
、
そ
こ
で
、「
日
本
文
化
は
云
々
」
と
か
、「
一
神
教
文
化
で
は
な
く
多
神
教
文
化
で
あ
る
か
ら
云
々
」
と
か
い
っ
た
文
化

の
違
い
が
大
い
に
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、「
死
生
学
」
と
い
う
用
語
が
単
に
臨
床
の
場
に
接
し
て
い
る
部
分
で
の
み
な
ら
ず
、
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
一
般
に
は
む
し
ろ
「
死
生
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
心
構
え
で
こ
れ
に
向
か
う
か
」
を
テ
ー
マ
と
す

る
領
域
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
米
国
流
で
は
な
く
、
従
来
か
ら
あ
っ
た
一
般
的
意
味
に
お
け

るT
hanatology 

に
ふ
さ
わ
し
い
理
解
で
あ
る
。
ま
た
、「
死
生
学
」
と
い
う
漢
字
表
現
を
見
る
だ
け
で
、
日
本
人
は
ど
う
い
う
学

問
か
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
、
死
生
学
が
一
般
的
な
意
味
で
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
に

挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
に
お
い
て
こ
そ
、
死
生
学
の
下
位
区
分
で
あ
る
「
臨
床
死
生
学
」
と
い
う
領
域
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
現
在
の
「
臨
床
死
生
学
」
は
、
米
国
を
基
準
に
す
れ
ば
、
単
にT

hanatology 

と
い
え
ば
済
む
学
問
で
あ
っ
た
が
、
日
本

の
死
生
学
は
そ
の
周
辺
部
分
に
拡
張
し
た
領
域
が
大
き
く
な
っ
た
た
め
に
、
む
し
ろ
米
国
流
の
限
定
さ
れ
た
意
味
で
は
な
く
、
本

来
の
意
味
に
即
し
て
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
米
国
流
のT

hanatology

が
カ
バ
ー
す
る
領
域
の
こ
と
を
「
臨
床

死
生
学
」
と
言
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
次
第
な
の
で
あ
る
。
上
に
言
及
し
た
「
日
本
臨
床
死
生
学
会
」
と
い
う
名
称
に
も
、
そ

の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
在
、
米
国
そ
の
他
で
も
一
部
でclinical thanatology

が
術
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
用
法
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
見

る
限
り
で
は
、
心
理
学
を
背
景
に
し
て
、
心
理
療
法
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
い
っ
た
手
法
に
よ
る
、
死
に
行
く
人
や
遺
族
（
悲

嘆
）
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
知
見
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、E

dw
in S. Shneidm

an 

は
「
自
殺
学

者
に
し
て
死
生
学
者
（suicidologist and thanatologist

）」
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
傾
向
を
代
表
す
る
学
者
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
「
臨
床
死
生
学
（clinical thanatology

）」
は
、
心
理
療
法
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
い
っ
た
手
法
と

特
に
関
係
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
日
本
の
大
学
に
お
い
て
「
臨
床
死
生
学
」
と
い
う
名
を
冠
し
た
最
初
の
講
座

な
い
し
部
門
で
あ
る
の
は
、
大
阪
大
学
大
学
院
人
間
科
学
研
究
科
の
臨
床
死
生
学
・
老
年
行
動
学 

（C
linical T

hanatology and 

G
eriatric B

ehavioral Science

）
で
あ
る
が
、
現
教
員
二
名
は
い
ず
れ
も
心
理
学
系
で
あ
る
と
は
い
え
発
達
心
理
学
を
中
心
と
し
て

お
り
、
セ
ラ
ピ
ー
と
か
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
い
っ
た
こ
と
の
専
門
家
で
は
な
い
。（
な
お
、
東
洋
英
和
女
学
院
大
学
の
死
生
学
研

究
所
（Institute of T

hanatology

）
は
二
〇
〇
三
年
か
ら
。）

日
本
臨
床
死
生
学
会
（
一
九
九
五
年
～
）
は
確
か
に
精
神
科
医
が
中
心
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
で
き
た
学
会
で
あ
り
、
そ
の
目
的

は
「
臨
床
の
場
に
お
け
る
死
生
を
め
ぐ
る
全
人
的
問
題
を
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
観
点
か
ら
学
際
的
か
つ
学
術
的
に
研
究
し
、
そ
の

実
践
と
教
育
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
医
療
の
向
上
に
寄
与
す
る
」
と
あ
り
、
趣
旨
説
明
に
も
精
神
面
へ
の
関
心
が
強
く
で
て
い
る
。

そ
の
初
期
か
ら
最
近
ま
で
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
で
あ
る
平
山
正
実
は
精
神
科
医
で
あ
り
、
こ
と
に
自
死
遺
族
の
問
題
に
取
り
組
ん

で
い
る
。
し
か
し
、
同
学
会
の
会
員
の
専
門
、
大
会
の
傾
向
や
発
表
論
文
を
見
る
限
り
で
は
、
必
ず
し
も
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
が
主

流
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
確
か
に
死
に
直
面
し
た
人
々
や
遺
族
の
ケ
ア
に
多
く
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
心
理
学
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
傾
向
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

要
す
る
に
、
日
本
に
お
け
る
「
臨
床
死
生
学
」
は
、
第
一
に
「
死
に
（
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
）
直
面
し
た
人
お
よ
び
そ
の
家
族

（
遺
族
）
の
ケ
ア
に
寄
与
す
る
研
究
」
で
あ
り
、
第
二
に
（
付
記
す
れ
ば
）、end-of-life care

と
い
う
用
語
も
あ
る
中
で
特
に
「
死

生
学
」
と
言
う
こ
と
を
意
識
す
る
際
に
は
、「
死
生
」
の
理
解
を
ベ
ー
ス
に
ケ
ア
へ
の
寄
与
を
志
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。



死生学・応用倫理研究 21 号

国際シンポジウム「東アジアの死生学へ」

128

２
　
東
京
大
学
の
死
生
学
・
臨
床
死
生
学

二
〇
〇
二
年
度
に
始
ま
っ
た
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
の
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
、
そ
れ
を
引
き
継
い
で
二
〇
〇
七
年

度
か
ら
続
い
た
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
「
死
生
学
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
た
が
、
文
学
部
の
教
員
を
中
心
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
広
い
意
味
で
の
「
死
と
生
を
テ
ー
マ
と
す
る
学
際
的
研
究
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
「
死

生
学
」
をthanatology

と
は
言
わ
ず
、 “death and life studies” 

と
英
訳
し
、「（
単
に
死
だ
け
を
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
）
死

と
生
を
一
体
の
も
の
と
し
て
」
研
究
対
象
と
す
る
学
問
領
域
と
定
義
し
直
し
、
世
界
に
発
信
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
の
も
と
に
活
動

を
進
め
て
き
た
。
本
死
生
学
・
応
用
倫
理
セ
ン
タ
ー
は
死
生
学
と
い
う
点
で
は
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。

現
在
、
死
生
学
・
応
用
倫
理
セ
ン
タ
ー
に
属
し
て
い
る
「
上
廣
死
生
学
・
応
用
倫
理
講
座
」
は
、
二
〇
〇
七
年
に
「
上
廣
死
生

学
講
座
」
と
し
て
始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
東
大
の
死
生
学
グ
ル
ー
プ
が
二
〇
〇
七
年
度
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
と
し
て
死
生
学
研

究
を
継
続
し
よ
う
と
企
画
す
る
際
に
、
上
廣
倫
理
財
団
の
寄
付
講
座
を
導
入
し
、
臨
床
現
場
に
臨
む
死
生
学
を
標
榜
し
得
る
教

員
を
置
い
て
、
い
わ
ば
米
国
起
源
のthanatology

部
分
の
強
化
を
図
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
傾
向
は
現
在
も
続
い
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
報
告
の
第
二
部
で
は
、
本
講
座
の
教
員
の
活
動
の
う
ち
、
臨
床
死
生
学
に
関
わ
る
部
分
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

二
　
臨
床
死
生
学
と
臨
床
倫
理

―
上
廣
死
生
学
・
応
用
倫
理
講
座
の
活
動

本
講
座
の
現
特
任
教
授
清
水
哲
郎
も
特
任
准
教
授
会
田
薫
子
も
、
臨
床
倫
理
学
な
い
し
医
療
倫
理
学
と
い
う
分
野
で
活
動
し
て

き
た
者
で
あ
る
。
清
水
は
哲
学
・
倫
理
学
を
基
礎
と
し
て
八
七
年
か
ら
医
療
者
と
の
対
話
を
始
め
、
は
じ
め
は
自
ら
の
活
動
を

「
医
療
現
場
に
臨
む
哲
学
」
と
称
し
て
い
た
が
、
や
が
て
現
場
の
医
師
や
看
護
師
を
は
じ
め
と
す
る
臨
床
従
事
者
と
共
同
で
臨
床

倫
理
の
あ
り
方
を
開
発
す
る
活
動
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
。
会
田
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
ク
ー
ル
医
療
倫
理
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プ
ロ
グ
ラ
ム
フ
ェ
ロ
ー
を
経
て
、
東
京
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
の
課
程
を
修
了
し
、
東
京
大
学
の
死
生
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

参
加
し
た
。
聞
き
取
り
調
査
に
基
づ
く
倫
理
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
研
究
法
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
主
な
調
査
は
、

死
へ
と
向
か
い
つ
つ
あ
る
状
況
で
人
工
呼
吸
器
を
ど
う
す
る
か
、
お
よ
び
高
齢
者
が
経
口
摂
取
で
き
な
く
な
っ
た
時
の
人
工
的
水

分
栄
養
補
給
法
の
導
入
（「
胃
ろ
う
」
に
代
表
さ
れ
る
）
を
ど
う
す
る
か
、
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
以
上
の
哲
学
・
倫
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（
清
水
）
と
医
療
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（
会
田
）
の
協
働
に
よ
り
、
こ
こ

数
年
日
本
社
会
に
お
い
て
大
き
な
関
心
を
呼
ん
だ
「
胃
ろ
う
」
問
題
に
つ
い
て
、
社
会
に
影
響
を
与
え
る
実
践
的
研
究
の
成
果
を

あ
げ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
老
年
学
会
理
事
会
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
を
志
す
こ
と
と
な
り
、
会
田
が
中
心
に
な
っ
て

こ
の
問
題
に
関
す
る
意
識
調
査
を
行
い
（
二
〇
一
〇
～
一
一
年
度
）、
清
水
が
起
草
お
よ
び
ま
と
め
役
と
な
っ
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

案
を
作
成
し
（
二
〇
一
二
年
三
月
）、
こ
れ
が
日
本
老
年
医
学
会
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
ほ
ぼ
原
案
通
り
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
二
〇
一
二
年
六
月
）。
清
水
・
会
田
は
こ
れ
と
並
行
し
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
準
拠
し
た
本
人
・
家
族
の
意
思
決
定
を
支
援
す
る

ツ
ー
ル
作
成
を
も
行
っ
た
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
そ
の
後
の
日
本
に
お
け
る
高
齢
者
ケ
ア
の
あ
り
方
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
三
部
か
ら
な
り
、
第
一
部
は
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
第
二
部
は
い
の
ち
を
ど
う
考
え

る
か
に
つ
い
て
一
般
的
な
指
針
を
提
示
し
、
そ
の
上
で
第
三
部
に
お
い
て
、
第
一
部
、
第
二
部
の
考
え
方
を
人
工
的
水
分
・
栄
養

補
給
法
に
適
用
し
て
い
る
。
第
一
部
は
要
す
る
に
「
関
係
者
が
皆
で
一
緒
に
よ
く
考
え
て
決
め
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
臨
床
倫
理
と
い
う
領
域
で
八
〇
年
後
半
以
来
や
っ
て
き
た
活
動
に
お
い
て
提
唱
し
て
き
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た

第
二
部
は
「
人
生
の
最
善
を
目
指
し
て
、
生
命
に
ど
う
介
入
す
る
か
・
し
な
い
か
を
考
え
ま
し
ょ
う
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま

た
、
臨
床
倫
理
の
各
論
と
し
て
、
死
に
直
面
し
た
人
へ
の
治
療
の
あ
り
方
に
つ
い
て
「
延
命
優
先
で
は
な
く
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
優
先
」
と

い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
で
、
提
唱
し
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
臨
床
死
生
学
の
主
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
も
あ
る
。
死
に
向
か
っ
て

い
る
人
生
の
最
終
段
階
に
お
い
て
、
死
生
を
ど
う
考
え
、
評
価
す
る
か
と
い
う
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。



死生学・応用倫理研究 21 号

国際シンポジウム「東アジアの死生学へ」

130

そ
こ
で
、
以
上
の
二
点
（
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
・
死
生
の
評
価
）
を
中
心
に
、
活
動
を
概
観
す
る
。

１
　
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス

：

情
報
共
有
か
ら
合
意
へ

講
座
が
中
心
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
る
臨
床
倫
理
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
人
々
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
辿
る
意
思

決
定
の
プ
ロ
セ
ス
を
〈
情
報
共
有
か
ら
合
意
へ
〉
と
い
う
大
枠
で
把
握
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ
れ
を
、〈
イ
ン
フ
ォ
ー

ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
〉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
つ
つ
、
医
療
方
針
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
説
明
と
同
意
」
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
、

日
本
の
医
療
現
場
で
九
〇
年
代
以
来
流
通
し
て
い
る
考
え
方
を
批
判
し
つ
つ
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

１ 

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

日
本
に inform

ed consent 

が
導
入
さ
れ
た
時
に
、
そ
れ
は
「
説
明
と
同
意
」
の
こ
と
だ
と
解
説
さ
れ
、「
説
明
と
同
意
」
と

い
う
意
味
を
持
つ
和
製
英
語
「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た 2
。
本
来
のinform

ed consent 

は
、

医
療
方
針
の
決
定
に
際
し
て
は
、
患
者
が
必
要
な
情
報
を
持
っ
た
上
で
（inform

ed

） 

同
意
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
い
う

こ
と
を
示
す
用
語
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
こ
れ
は
、
不
当
な
医
療
介
入
か
ら
患
者
を
保
護
す
る
役
割
を
果
た
す
も
の
で
は

あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
全
体
像
を
描
く
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
だ
が
、「
説
明
と
同
意
」
と
解
説
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
医
療
現
場
に
お
い
て
、
こ
れ
が
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
構
造
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
図
1
）。

つ
ま
り
、
治
療
方
針
決
定
と
い
う
場
で
、
医
療
側
の
役
割
は
「
候
補
と
な
る
選
択
肢
に
つ
い
て
、（
多
く
の
場
合
、
特
定
の
選

択
肢
の
推
奨
を
伴
い
つ
つ
）
適
正
に
説
明
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
患
者
は
「
そ
れ
を
理
解
し
て
、
ど
う
し
た
い
か
（
家
族
と
話
し

合
う
な
ど
し
て
）
決
め
る
」
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
医
療
側
は
許
容
で
き
る
選
択
肢
の
範
囲
を
決
め
（
こ
れ
が
医
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師
の
裁
量
権
の
行
使
）、
患
者
側
は
そ
の
中
か
ら
希
望
す
る
も
の
を
選
ぶ
（
こ
れ
が
患
者
の
自
己
決
定
権
の
行
使
）

―
つ
ま
り
、

両
者
は
決
定
を
分
担
し
て
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
医
療
側
と
患
者
側
の
関
係
に
つ
い
て
、
信
頼
関
係
で
は
な
く
疎
遠
な
関
係
と

見
る
よ
う
な
や
り
方
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
個
々
人
の
相
対
的
独
立
と
自
律
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
ケ
ア
提
供
側
と
受
け
手
側
の
共
同

性
を
希
求
す
る
、
信
頼
関
係
を
目
指
す
考
え
方
へ
と
脱
皮
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

日
本
医
師
会
が
「
説
明
と
同
意
」
モ
デ
ル
と
こ
こ
で
呼
ぶ
考
え
方
を
提
示
し
た
の
は
一
九
九
〇
年
三
月
で
あ
っ
た
が
、
清
水
は

直
ち
に
違
和
感
を
表
明
し
、
九
一
年
以
降
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
批
判
を
書
き
、
そ
れ
が
や
が
て
「
決
定
の
分
担
論
で
な
く
共
同
決

定
論
で
」
と
い
う
表
現
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
（
九
三
年
共
同
行
為
論
）。
こ
れ
が
現
在
で
は
、〈
情
報
共
有
―

合
意
〉
モ
デ
ル
と

医療者

専門的知識

患者

価値観・人生
計画・選好

図 1　意志決定のプロセス

×説明―同意モデル

説明

同意

裁量権

自己決定権

Informed consent

な
っ
て
い
る
。

２ 

〈
情
報
共
有
か
ら
合
意
へ
〉
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
把
握

こ
こ
に
提
示
す
る
〈
情
報
共
有
か
ら
合
意
へ
〉
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
把
握

（
図
2
参
照
）
は
、「
説
明
と
同
意
」
に
比
し
て
い
え
ば
、
ま
ず
、
①
双
方
向
の

情
報
の
流
れ
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
医
療
側
か
ら
患
者
側
へ
の
説
明
（
医
学
的
情

報
中
心
＝biological

な
情
報
）
と
患
者
側
か
ら
医
療
側
へ
の
説
明
（
患
者
の

人
生
や
考
え
方
に
つ
い
て
の
情
報
中
心
＝biographical

な
情
報
）
を
通
し
て

情
報
を
共
有
し
た
上
で
、
②
一
方
が
他
方
に
同
意
す
る
と
い
う
あ
り
方
で
は
な

く
、
双
方
（
当
事
者
）
の
合
意
を
目
指
す
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
上
述
の
よ
う
に
「
説
明
と
同
意
」
が
決
定
の
分
担
論
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
把
握
は
共
同
決
定
論
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
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は
、inform

ed consent 

は
、
ま
ず
合
意
が
成
立
し
た
上
で
、
こ
れ
に
基
づ

き
患
者
が
医
療
者
に
合
意
さ
れ
た
治
療
を
す
る
こ
と
の
許
諾
を
与
え
る
こ
と

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
合
意
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
患
者
側

が
納
得
し
て
一
定
の
医
療
方
針
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
を
含
ん
で
お
り
、

そ
れ
故
、
医
療
者
は
必
要
に
応
じ
て
、
単
に
説
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
患
者

が
自
己
決
定
で
き
る
よ
う
に
い
か
に
し
て
支
え
る
か
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
把
握
に
よ
っ
て
、
医
療
方
針
の
決
定
は
患
者
の
人
生

の
中
で
な
さ
れ
る
と
い
う
あ
り
方
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
人
生
の
物

語
り
を
作
り
つ
つ
生
き
る
患
者
中
心
の
医
療
が
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、〈
情
報
共
有
か
ら
合
意
へ
〉
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し

て
合
意
を
目
指
す
こ
と
に
よ
り
、
相
手
を
《
人
間
と
し
て
尊
重
す
る
》
姿

勢
に
よ
っ
て
お
り
、
医
学
的
な
観
点
の
み
な
ら
ず
人
生
全
体
を
見
る
視
点
で
、

《
相
手
の
最
善
を
目
指
す
》
姿
勢
を
と
っ
て
お
り
、
か
つ
《
社
会
的
視
点
で

の
適
切
さ
》
を
要
所
要
所
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
医
療
者
の
倫

理
的
姿
勢
（
人
間
尊
重
・
与
益
・
社
会
的
適
切
さ
）
に
相
応
し
て
い
る
。
実

際
、
患
者
と
真
摯
に
向
き
合
っ
て
い
る
医
師
た
ち
は
、
自
然
に
こ
の
よ
う
な

姿
勢
を
と
り
、
結
果
と
し
て
〈
情
報
共
有
か
ら
合
意
へ
〉
と
親
和
的
な
意
思

決
定
プ
ロ
セ
ス
へ
と
結
実
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
調
査
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て

も
い
る 3
。

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

いのちの物語的
（biographical)
個々の価値観・

人生の生き方・事情

生物学的（biological)
一般的価値観による

最善の判断 Evidence based

医療・

ケアチーム

本人

家族

説明

説明

Informed consent

意志決定のプロセス図 2　情報共有―合意モデル

合意
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２
　
臨
床
倫
理
検
討
シ
ー
ト
・
臨
床
倫
理
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ズ
・
臨
床
倫
理
セ
ミ
ナ
ー

〈
情
報
共
有
か
ら
合
意
へ
〉
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
把
握
に
基
づ
い
て
、
私
た
ち
は
「
臨
床
倫
理
検
討
シ
ー
ト
」
を
核
と
す
る
、
現

場
で
の
具
体
的
事
例
に
つ
い
て
の
検
討
の
仕
方
に
つ
い
て
の
提
案
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
一
定
の
様
式
の
シ
ー
ト
に
記

入
し
な
が
ら
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倫
理
的
検
討
に
必
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
押
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え

る
と
、
検
討
シ
ー
ト
は
臨
床
の
倫
理
的
姿
勢
（
＝
倫
理
原
則
）
P1
～
P3
を
体
現
す
る
よ
う
に
と
医
療
者
を
仕
向
け
る
よ
う
に
設
計

し
て
あ
る 4
。

本
シ
ー
ト
と
、
臨
床
倫
理
の
考
え
方
を
研
修
会
用
テ
キ
ス
ト
に
し
た
『
臨
床
倫
理
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ズ
』
を
使
っ
て
全
国
で
一

日
が
か
り
（
平
均
九
時
半
～
一
七
時
）
の
臨
床
倫
理
セ
ミ
ナ
ー
を
行
っ
て
き
た
。
例
え
ば
二
〇
一
三
年
度
に
は
一
二
か
所
で
行
い
、

延
べ
二
〇
〇
〇
人
以
上
の
参
加
者
を
得
て
い
る
。
検
討
す
る
事
例
に
は
し
ば
し
ば
、
生
死
に
関
わ
る
治
療
選
択
や
、
最
期
の
日
々

の
過
ご
し
方
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
本
人
、
家
族
が
死
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
る
か
が
検
討
の
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
よ
う
に
臨
床
倫
理
と
臨
床
死
生
学
は
融
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
　
本
人
も
家
族
も
参
加

情
報
共
有
―

合
意
モ
デ
ル
の
考
え
方
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
治
療
選
択
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
決
め
る
の
は
本
人
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
関
係
者
が
共
同
で
決
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
あ
る
治
療
を
本
人
が
嫌
が
っ
て
い
る
時
に

「
医
療
者
も
家
族
も
こ
れ
が
良
い
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
従
い
な
さ
い
」
な
ど
と
押
し
付
け
る
こ
と
と
は
全
く
違
う
。
本
人

の
生
き
方
、
人
生
観
・
価
値
観
を
聞
い
て
理
解
し
よ
う
と
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
で
生
き
て
い
る
本
人
に
と
っ
て
ど
う
す
る
の

が
よ
い
か
と
周
囲
の
者
は
考
え
る
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
、
本
人
の
自
分
ら
し
い
決
定
を
周
囲
の
者
た
ち
が
支
え
て
い
る
と
い
う
よ

う
な
あ
り
方
の
共
同
決
定
で
あ
る
。
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１ 

本
人
が
意
思
決
定
に
参
加
で
き
な
い
時

こ
こ
か
ら
、
本
人
が
意
思
決
定
に
参
加
で
き
な
い
状
態
（
意
識
不
明
で
あ
る
と
か
、
認
知
症
が
進
ん
で
責
任
あ
る
判
断
が
で
き

な
い
な
ど
）
の
時
に
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
も
、
米
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
考
え
方
は
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、
そ
の
考
え
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る

：

　
① 
本
人
の
意
思
確
認
が
で
き
る
時
は
、
本
人
が
決
め
る
。

　
② 

本
人
の
意
思
確
認
が
で
き
な
い
時
は
、
家
族
な
い
し
代
理
人
が
決
め
る
。

　
③ 

そ
れ
も
で
き
な
い
時
に
は
、
本
人
の
最
善
に
な
る
よ
う
に
検
討
し
て
決
め
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
情
報
共
有
―

合
意
モ
デ
ル
の
考
え
方
と
、
後
に
述
べ
る
人
間
尊
重
の
姿
勢
か
ら
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と

に
な
る
（
日
本
老
年
医
学
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン1.4

に
採
ら
れ
た
定
式
）

：

1 

本
人
の
意
思
確
認
が
で
き
る
時

　
1
―

1 

本
人
を
中
心
に
話
し
合
っ
て
、
合
意
を
目
指
す
。

　
1
―

2 

家
族
の
当
事
者
性
の
程
度
に
応
じ
て
、
家
族
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
く
。
ま
た
、
近
い
将
来
本
人
の
意
思
確
認
が
で

き
な
く
な
る
事
態
が
予
想
さ
れ
る
場
合
は
特
に
、
意
思
確
認
が
で
き
る
う
ち
か
ら
家
族
も
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
本
人
の
意

思
確
認
が
で
き
な
く
な
っ
た
時
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
が
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

2 

本
人
の
意
思
確
認
が
で
き
な
い
時

　
2
―

1 

家
族
と
共
に
、
本
人
の
意
思
と
最
善
に
つ
い
て
検
討
し
、
家
族
の
事
情
も
考
え
併
せ
な
が
ら
、
合
意
を
目
指
す
。

　
2
―

2 

本
人
の
意
思
確
認
が
で
き
な
く
な
っ
て
も
、
本
人
の
対
応
す
る
力
に
応
じ
て
、
本
人
に
も
説
明
し
、
ま
た
そ
の
気
持
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ち
を
大
事
に
す
る
。

本
人
の
意
思
確
認
が
で
き
る
間
も
家
族
が
参
加
す
る
必
要
が
あ
る
（
1
―

1
）
の
は
、
第
一
に
、
家
族
は
多
く
の
場
合
、
第
三

者
で
は
な
く
、
医
療
ケ
ア
に
参
加
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
の
影
響
を
受
け
る
当
事
者
だ
か
ら
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
改

め
て
論
じ
る
）。
ま
た
、
こ
と
に
終
末
期
ケ
ア
の
場
合
、
現
在
、
本
人
の
意
思
確
認
が
で
き
て
い
た
と
し
て
も
、
い
ず
れ
で
き
な

く
な
る
時
が
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
ま
で
幕
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
家
族
に
急
に
、
患
者
に
代
っ
て
決
定
に
参
加
せ
よ
と
い
っ
て
も
、

ス
ム
ー
ズ
に
行
か
な
い
こ
と
が
多
い
。
実
際
、
私
た
ち
が
行
っ
て
い
る
臨
床
倫
理
の
事
例
検
討
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
、「
本
人

は
、
こ
れ
ま
で
、
私
た
ち
に
相
談
な
ど
し
な
い
で
、
自
分
で
す
べ
て
決
め
て
き
た
の
で
」
と
戸
惑
い
を
見
せ
る
家
族
、
そ
し
て
、

今
度
は
自
分
た
ち
が
決
め
る
番
だ
と
で
も
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
方
針
を
無
視
し
た
よ
う
な
選
択
を
希
望
す
る
家
族
が
登
場

す
る
。
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
た
め
に
は
、
本
人
と
一
緒
に
話
し
合
い
の
場
に
参
加
し
、
合
意
に
加
わ
っ
て
い
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。

2
―

2
に
つ
い
て
は
、
認
知
症
が
進
ん
だ
よ
う
な
場
合
、
本
人
は
、
先
の
こ
と
を
見
通
し
な
が
ら
、
現
在
必
要
な
選
択
を
す
る

と
い
う
力
は
衰
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
気
持
ち
は
大
い
に
残
っ
て
お
り
、
苦
痛
を
避
け
た
い
、
快
適
に
暮
ら
し
た
い
と
い

う
思
い
に
基
づ
く
、
好
き
嫌
い
を
表
明
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
気
持
ち
を
無
視
し
て
、
こ
と
を
進
め
る
の
は
、
本
人
を
人
と
し

て
尊
重
す
る
こ
と
を
怠
る
こ
と
に
な
り
、
不
適
切
で
あ
る
。

次
に
、
本
人
に
と
っ
て
の
最
善
だ
け
で
は
な
く
、
家
族
の
最
善
に
も
配
慮
す
る
と
言
う
点
は
、
家
族
が
当
事
者
と
し
て
意
思
決

定
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
（
1
―

2
）、
ま
た
、
家
族
自
身
の
事
情
に
も
配
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
（
2
―

1
）
達
成
さ

れ
よ
う
。
確
か
に
、
患
者
本
人
を
中
心
に
考
え
れ
ば
、
そ
の
最
善
を
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
見
出
さ
れ
た

最
善
の
選
択
肢
が
、
家
族
に
相
当
の
犠
牲
を
強
い
、
あ
る
い
は
害
を
も
た
ら
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
で
も
患
者
の
最
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善
だ
け
を
考
え
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
人
が
進
む
途
の
選
択
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
家
族

に
も
一
定
の
選
択
を
迫
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
本
人
が
在
宅
療
養
を
希
望
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
家
族
に
ケ
ア

す
る
負
担
を
も
た
ら
す
た
め
、
家
族
が
躊
躇
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
場
合
、
療
養
場
所
の

選
択
に
つ
い
て
家
族
は
単
な
る
第
三
者
で
は
な
く
当
事
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
人
と
家
族
の
利
害
が
衝
突
す
る
か
ら
こ
そ
、
折

り
合
う
点
を
見
出
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

以
上
、
本
人
が
責
任
あ
る
選
択
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
家
族
も
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ

と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
中
で
、
参
加
の
程
度
は
「
当
事
者
性
の
程
度
」
に
相
対
的
で
あ
る
と
も
言
っ
た
。
そ
こ
で
、
家
族
の
当

事
者
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

２ 

家
族

〈
家
族
も
当
事
者
〉　
欧
米
か
ら
輸
入
さ
れ
た
倫
理
に
お
い
て
は
、
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
家
族
の
位
置
づ
け
が
不
明
確

で
あ
る
。
結
局
、
第
三
者
と
し
て
、
公
平
と
い
う
観
点
で
、
本
人
と
の
利
害
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
と
い
っ
た
や
り
方
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
、
家
族
は
第
三
者
で
は
な
く
、
当
事
者
で
あ
る
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
家
族
は

：

1 

患
者
が
罹
患
し
た
こ
と
の
影
響
を
受
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
（
疾
病
に
よ
っ
て
は
、
人
生
全
体
に
響
く
）。

そ
こ
で
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
、
緩
和
ケ
ア
の
定
義
に
お
い
て
、
家
族
も
患
者
と
共
に
ケ
ア
の
対
象
と
な
る
と
し
て
い
る 5
。

2 

多
く
の
場
合
、
患
者
の
療
養
生
活
を
支
え
る
ケ
ア
の
担
い
手
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ケ
ア
に
参
加
す
る
以
上
、
ど
の

よ
う
な
ケ
ア
を
す
る
か
に
つ
い
て
の
意
思
決
定
に
参
加
す
る
必
要
が
あ
る
（
決
定
に
参
加
し
て
い
な
い
の
に
、
分
担
を
求
め

る
の
は
不
適
切
）。

3 

多
く
の
場
合
、
患
者
の
人
生
観
・
価
値
観
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の
意
思
を
代
行
す
る
第
一
候
補
で
あ
る
。



清水哲郎

日本における臨床死生学と臨床倫理学の交叉

137

要
す
る
に
、
家
族
は
ケ
ア
の
対
象
と
し
て
、
ま
た
ケ
ア
の
分
担
者
と
し
て
、
当
事
者
と
な
る
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
。
そ
こ
で
、

実
際
に
現
在
、
ケ
ア
の
対
象
と
す
る
べ
き
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
分
担
者
と
し
て
期
待
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
か
ど
う
か
に
応
じ

て
、
当
事
者
性
は
高
ま
っ
た
り
、
低
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。

〈
愛
と
い
う
名
の
支
配
（
家
族
関
係
の
暗
部
）〉　
家
族
内
人
間
関
係
に
お
い
て
は
、「
皆
一
緒
」
と
い
う
互
い
へ
の
姿
勢
が
支
配

的
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
互
い
を
思
い
や
り
、
支
え
合
う
麗
し
い
間
柄
が
実
現
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
が
、
反
面
、「
皆

一
緒
」
と
い
う
理
解
の
ゆ
え
に
、
本
人
に
断
り
な
く
、
本
人
に
と
っ
て
何
が
最
善
か
を
勝
手
に
判
断
し
て
ケ
ア
の
方
針
を
選
択
し

て
し
ま
う
と
か
、
逆
に
、
利
害
が
衝
突
す
る
時
に
、
家
族
の
サ
バ
イ
バ
ル
を
優
先
し
て
本
人
に
犠
牲
を
強
い
る
な
ど
、
時
と
し
て

医
療
・
介
護
側
か
ら
見
て
不
適
切
に
見
え
る
対
応
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
皆
一
緒
」
と
い
う
姿
勢
に
つ
き
ま
と
う
暗
黒

面
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、
家
族
が
「
本
人
に
は
予
後
が
悪
い
と
は
絶
対
に
言
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
医
療
者
に
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。
家
族

は
当
然
、
本
人
に
断
り
な
し
に
そ
の
よ
う
な
要
請
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
本
人
に
情
報
が
伝
わ
ら
な
い
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
場

合
本
人
は
適
切
な
選
択
が
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
家
族
は
し
ば
し
ば
、
状
況
の
説
明
な
し
に
、
ま
た
は
事
実
と
異
な

る
説
明
と
共
に
、
本
人
に
一
定
の
選
択
を
押
し
付
け
よ
う
と
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
こ
で
、
医
療
者
と
本
人
と
の
間
は
、
他
人

同
士
で
あ
り
家
族
内
と
は
異
な
る
倫
理
（「
人
そ
れ
ぞ
れ
」
と
い
う
姿
勢
）
が
適
切
に
働
き
、
本
人
が
主
権
を
持
つ
領
域
に
自
分

た
ち
が
勝
手
に
介
入
（
干
渉
）
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
状
況
に
立
ち
会
う
医
療
者
は
、

本
人
の
意
思
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
よ
う
な
家
族
の
振
舞
い
に
直
面
し
て
、
困
惑
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
場
合
、
医
療
・
介
護
チ
ー
ム
と
し
て
は
、「
皆
一
緒
」
に
偏
り
過
ぎ
る
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
辿
り
方
は
好
ま
し
く

な
い
と
考
え
、「
人
そ
れ
ぞ
れ
」
と
い
う
姿
勢
へ
と
少
し
傾
け
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
本
人
自
身
の
人
生
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観
・
価
値
観
を
話
題
に
し
て
、
家
族
が
自
分
た
ち
の
考
え
を
そ
の
ま
ま
本
人
の
考
え
で
あ
る
か
の
よ
う
に
看
做
す
あ
り
よ
う
を
考

え
直
す
よ
う
に
プ
ッ
シ
ュ
す
る
。
ま
た
、
家
族
が
本
人
の
た
め
に
あ
ま
り
に
自
分
た
ち
を
犠
牲
に
し
過
ぎ
る
時
に
は
、
そ
れ
は
美

し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
家
族
が
疲
弊
し
て
し
ま
っ
て
は
、
本
人
の
ケ
ア
に
と
っ
て
か
え
っ
て
た
め
に
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し

て
、
本
人
と
家
族
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
よ
う
に
す
る
。
あ
る
い
は
、
家
族
が
自
分
た
ち
の
都
合
を
前
面
に
出
す
よ
う
な
お
り
に

は
、
本
人
の
か
け
が
え
の
な
い
最
期
の
日
々
へ
の
配
慮
を
促
す
、
等
々
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
調
整
に
つ
い
て
立
ち

入
る
こ
と
は
今
回
は
差
し
控
え
て
お
く
。

図 3　臨床の倫理原則表

ビーチャム＆チルドレス

の四原則

臨床倫理三原則（清水≒

ベルモント・レポート）

respest for autonomy

（自律尊重）
人間尊重

Beneficence

（与益　善行）
与益

non-maleficence

（無危害）

justice

（正義）
社会的適切さ

４
　
臨
床
の
倫
理
原
則

意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
、〈
説
明
―

同
意
〉
モ
デ
ル
を
批
判
し
て
〈
情

報
共
有
―

合
意
〉
モ
デ
ル
を
提
案
す
る
こ
と
は
、
米
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
四
倫

理
原
則
セ
ッ
ト
を
批
判
し
て
代
替
案
を
出
す
こ
と
を
伴
っ
て
も
い
た
。
清
水
は
、

医
療
と
い
う
ケ
ア
活
動
を
記
述
す
る
試
み
に
お
い
て
、
そ
の
〈
進
め
方
〉
と

〈
目
的
〉
そ
し
て
現
在
の
医
療
が
原
初
的
な
ケ
ア
に
比
し
て
社
会
の
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
〈
社
会
的
視
点
〉

と
い
う
座
標
軸
を
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
基
本
的
な
社
会
的
要
請
を
見
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
臨
床
の
倫
理
原
則
を
〈
人
間
尊
重
〉・〈
与
益
〉・〈
社
会
的

適
切
さ
〉
の
三
つ
に
ま
と
め
る
考
え
を
提
示
し
て
い
た
。
こ
れ
は
結
果
と
し
て
、

米
国
由
来
の
四
原
則
と
図
3
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、〈
与
益
〉
と
〈
無
加
害
〉
を
一
原
則
と
見
る
か
二
原
則
と
見
る
か
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は
、
特
に
日
本
に
特
徴
的
な
問
題
で
は
な
い
の
で
、
省
略
す
る
。
ま
た
〈
正
義
〉―
〈
社
会
的
適
切
さ
〉
は
、
前
者
の
解
釈
が
後
者

で
あ
り
、
そ
の
中
身
に
つ
い
て
米
国
と
日
本
の
間
の
文
化
的
相
違
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
な
り
の
問
題
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略

す
る
。
倫
理
原
則
と
し
て
一
番
相
違
す
る
の
が
、〈
自
律
尊
重
〉
と
〈
人
間
尊
重
〉
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
四
原
則
を
提
唱
し

た
ビ
ー
チ
ャ
ム
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
「
ベ
ル
モ
ン
ト
・
レ
ポ
ー
ト
」
が
「
人
間
（
人
格
）
尊
重
」「
与
益
」「
正
義
」
と
い
う
三
原

則
を
提
唱
し
た
こ
と
に
関
わ
っ
て
も
い
た 6
。
つ
ま
り
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
た
ち
に
と
っ
て
自
律
尊
重
は
人
間
尊
重
の
よ
り
的
確
な
表
現

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
人
間
に
と
っ
て
何
が
肝
要
か
に
つ
い
て
の
米
国
文
化
（
む
し
ろ
Ｗ
Ａ
Ｓ
Ｐ
文
化
と
い
う
べ
き
だ

ろ
う
）
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
人
間
を
尊
重
す
る
こ
と
の
中
核
に
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
生
き
方
を
自
ら
選
ん
で
進
む

こ
と
を
妨
げ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
彼
ら
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
日
本
の
文
化
に
お
い
て
は
、
ま
た
は
、
ケ
ア
と
い
う
活
動
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
道
を
他
か
ら
妨
げ
ら
れ

る
こ
と
な
く
選
び
と
り
、
進
む
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
大
事
で
あ
る
が
、
相
手
を
も
の
で
は
な
く
人
で
あ
る
と
し
て
尊
重
す
る
姿

勢
を
と
る
こ
と
は
、
自
律
尊
重
だ
け
で
つ
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
相
手
に
と
っ
て
よ
か
れ
と
思
い
、
状
況
を
把
握
し
つ
つ
で

あ
る
と
は
い
え
、
相
手
に
「
干
渉
が
ま
し
い
」「
お
節
介
な
」
こ
と
を
言
う
こ
と
も
あ
り
、「
相
手
の
気
持
ち
に
共
感
す
る
／
相
手

を
受
容
・
包
容
す
る
」
と
い
っ
た
対
応
も
ま
た
、
相
手
を
人
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
は
自
分
の
道
を
自
分
だ
け
で
勝

手
に
決
め
る
の
が
適
切
な
場
面
も
あ
る
が
、
ま
た
、
そ
れ
は
「
身
勝
手
」
で
あ
っ
て
家
族
と
相
談
し
て
決
め
る
の
が
適
切
で
あ
る
、

と
い
う
よ
う
な
場
面
も
あ
る
。
こ
う
し
た
人
間
関
係
に
お
け
る
適
切
さ
の
理
解
は
文
化
相
対
的
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
、
よ
り

普
遍
的
な
「
人
間
尊
重
」
を
原
則
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、
人
間
尊
重
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
。
な
お
、
次
の
説
明
に
は
、
清
水
が
最
近
考
え
て
い
る
、
人

間
関
係
の
倫
理
の
二
つ
の
要
素
と
い
う
理
解
が
前
提
さ
れ
て
い
る

：

つ
ま
り
、
二
つ
と
は
、
同
の
倫
理
な
い
し
「
皆
一
緒
」

―

相
手
を
同
じ
・
仲
間
だ
と
把
握
し
、
協
力
し
合
い
・
助
け
合
っ
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢

―
と
、
異
の
倫
理
な
い
し
「
人
そ
れ
ぞ
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れ
」

―
相
手
を
自
分
と
は
異
な
る
・
別
々
だ
と
把
握
し
、
互
い
に
干
渉
し
な
い
で
い
こ
う
と
い
う
姿
勢

―
で
あ
っ
て
、
こ
の

二
つ
の
姿
勢
を
相
手
と
の
距
離
に
応
じ
た
割
合
で
ブ
レ
ン
ド
し
て
対
応
す
る
こ
と
が
倫
理
的
に
適
切
な
対
応
に
な
る
と
い
う
理
論

で
あ
る
。

〈
相
手
を
人
間
と
し
て
尊
重
す
る
〉　
ケ
ア
を
進
め
る
際
の
人
間
関
係
に
関
わ
る
姿
勢
で
あ
る
。
同
の
倫
理
に
由
来
す
る
「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
保
ち
、
互
い
に
支
え
合
お
う
」
と
す
る
姿
勢
と
、
異
の
倫
理
に
由
来
す
る
「
互
い
に
干
渉
し
な
い
よ
う

に
し
よ
う
（
相
手
の
領
域
に
入
る
時
に
は
当
人
の
許
諾
を
得
て
か
ら
に
し
よ
う
）」
と
い
う
姿
勢
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
後
者
は

「
自
律
尊
重
」
原
則
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
前
者
は
相
手
と
の
共
同
を
目
指
す
あ
り
方
で
あ
り
、
相
手
の
気
持
ち
や
そ
の
人
ら
し

さ
、
ま
た
相
互
の
信
頼
関
係
や
相
互
理
解
を
大
事
に
す
る
姿
勢
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
ケ
ア
的
な
態
度
で
相
手
に
向
か
う
姿
勢
を
も

含
む
。
相
手
を
人
間
と
し
て
尊
重
す
る
と
は
、
ケ
ア
を
進
め
て
い
く
際
に
、
相
手
と
の
関
係
に
応
じ
て
、
二
つ
の
姿
勢

―
同
と

異

―
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
進
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

三
　
い
の
ち
の
評
価
　
人
生
と
生
命

　１
　
生
物
学
的
生
命
と
物
語
ら
れ
る
い
の
ち

以
上
で
言
及
し
た biological 

と biographical 

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
く
。
身
体
に
定
位
し
て
生
を
捉
え
る
時
、

対
象
と
な
っ
て
い
る
の
が
「
生
物
学
的
生
命
（
＝biological life

：

生
命
に
つ
い
て
の
論
（
ロ
ゴ
ス
）
が
対
象
と
す
る
生
命
）」

で
あ
る
。「（
身
体
が
）
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
生
命
で
あ
り
、
医
学
が
対
象
と
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
輪
に
参
加
し
て
い
る
主
体
で
あ
る
私
は
「
私
は
生
き

る
」
と
言
う
。
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
生
の
物
語
り
を
、
周
囲
の
人
の
生
の
物
語
り
と
結
び
つ
け
、
重
ね
合
わ
せ
て
、
創
り
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出
し
つ
つ
、
生
き
る

―
そ
の
「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
を
「
物
語
ら
れ
る
い
の
ち
（biographical 

life

：

い
の
ち
の
物
語
り
の
主
題
と
な
る
い
の
ち
）」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る 7
。

物
語
ら
れ
る
い
の
ち
は
、
生
物
学
的
生
命
な
し
に
は
成
立
し
な
い
が
、
価
値
と
い
う
点
で
は
、
生
物
学
的
生
命
の
状
態
の
良
し

悪
し
を
評
価
す
る
際
の
源
泉
で
あ
る
。
例
え
ば
、
食
べ
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
「
悪
い
」
と
、
ま
た
「
治
療
を
要
す
る
」
と
多
く

の
場
合
評
価
さ
れ
る
の
は
、
嚥
下
機
能
が
云
々
さ
れ
る
身
体
の
主
体
で
あ
る
物
語
ら
れ
る
い
の
ち
に
と
っ
て
、
食
べ
ら
れ
な
い
こ

と
が
不
都
合
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
身
体
自
体
の
み
に
基
づ
く
限
り
で
は
、「
悪
い
」
と
い
う
評
価
は
出
て
こ
な
い
。
ま
た
、
寿
命

が
長
い
ほ
う
が
短
い
よ
り
良
い
の
も
、
長
い
ほ
う
が
物
語
ら
れ
る
い
の
ち
を
一
般
に
よ
り
豊
か
に
す
る
の
で
、
よ
い
の
で
あ
る
。

医
療
側
か
ら
患
者
側
に
流
れ
る
医
学
的
情
報
に
は
、
し
ば
し
ば
特
定
の
選
択
肢
（
治
療
方
針
）
が
他
に
優
っ
て
い
る
と
い
う
情

報
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
優
劣
の
評
価
も
、
物
語
ら
れ
る
い
の
ち
の
次
元
で
の
評
価
に
由
来
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
一
般

的
に
（
あ
る
い
は
、
平
均
的
に
い
え
ば
）
人
の
物
語
ら
れ
る
い
の
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
治
療
方
針
が
よ
り
よ
い
と
い
う
判
断
で
あ

り
、
目
下
の
当
事
者
で
あ
る
個
別
の
患
者
に
と
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
は
、
患
者
本
人
の
物
語
ら
れ
る
い
の
ち
を
参
照
し
な
け
れ
ば

確
定
し
な
い
。
目
下
の
〈
情
報
共
有
か
ら
合
意
へ
〉
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
患
者
側
の
物
語
ら
れ
る
い
の
ち
に
つ

い
て
の
情
報
を
医
療
側
が
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
ほ
か
な
ら
ぬ
当
の
患
者
本
人
に
と
っ
て
の
最
善
を
考

え
る
た
め
に
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
日
本
老
年
医
学
会
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
二
部
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

作
成
の
背
景
に
あ
る
問
題
意
識
と
し
て
、
高
齢
者
が
経
口
摂
取
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
、「
も
し
人
工
的
栄
養
補
給
を
す
れ
ば

生
命
の
延
長
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
す
べ
き
だ
」
と
な
る
か
ど
う
か
、
に
応
え
る
現
実
的
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
以
上
に
記
し
た
こ
と
は
、「
生
物
学
的
生
命
が
延
び
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
単
独
で
善
い
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ

て
物
語
ら
れ
る
い
の
ち
が
よ
り
豊
か
に
展
開
で
き
る
場
合
に
は
善
い
」、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
の
ち
の
価
値
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を
ど
こ
に
見
出
す
か
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
死
生
学
の
課
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

２
　
延
命
優
先
か
ら
Ｑ
Ｏ
Ｌ
優
先
へ

す
ぐ
上
で
述
べ
た
ト
ピ
ッ
ク
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
臨
床
死
生
学
関
係
の
活
動
の
中
で
、
中
核
に
あ
る
の
は
人

の
い
の
ち
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
は
八
〇
年
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
日

本
の
医
療
界
に
お
い
て
重
要
な
問
題
で
あ
り
続
け
て
き
た
。

社
会
的
な
関
心
は
、
ま
ず
は
ガ
ン
治
療
（
緩
和
的
対
応
を
含
む
）
の
場
面
か
ら
始
ま
っ
た
。
八
〇
年
代
半
ば
、
人
々
は
ガ
ン
末

期
で
も
「
一
分
一
秒
で
も
長
く
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
、
医
療
は
努
め
て
ほ
し
い
」
と
考
え
る
傾
向
に
あ
り
（
考
え
な
い
人
々
も
す

で
に
い
た
が
）、
医
師
た
ち
も
そ
れ
が
自
分
た
ち
の
務
め
だ
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ガ
ン
の
末
期
で
あ
っ
て
も
、
最
後
は
集
中

治
療
室
で
、
ベ
ッ
ド
に
横
に
な
り
、
身
体
の
そ
こ
こ
こ
に
沢
山
の
チ
ュ
ー
ブ
や
コ
ー
ド
が
着
け
ら
れ
、
そ
れ
が
沢
山
の
機
器
に
つ

な
が
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
で
、
家
族
と
最
期
の
時
間
を
静
か
に
過
ご
す
な
ど
と
い
う
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、
死
に
向
か
う
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。

〈
徒
な
延
命
医
療
か
ら
の
脱
却
〉　
こ
れ
に
対
し
て
、
八
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
九
〇
年
代
、
そ
う
い
う
患
者
の
最
後
の
状
態
を

「
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
症
候
群
」
と
批
判
を
込
め
て
呼
び
、「
徒
な
（
＝
本
人
に
益
を
も
た
ら
さ
な
い
）
延
命
治
療
は
や
ら
な
い
で
ほ
し

い
」、「
ど
う
せ
治
ら
な
い
の
な
ら
、
抗
が
ん
剤
は
も
う
し
な
い
で
、
静
か
に
残
り
の
時
間
を
過
ご
し
た
い
」
と
い
う
声
が
だ
ん
だ

ん
強
く
な
り
、
つ
い
に
現
在
で
は
多
数
派
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

そ
う
い
う
中
で
九
六
年
に
日
本
緩
和
医
療
学
会
が
発
足
し
た
が
、
医
学
系
学
会
で
あ
っ
て
も
、
緩
和
ケ
ア
・
医
療
は
医
学
だ
け

で
対
応
で
き
る
問
題
で
は
な
く
、
人
文
科
学
・
社
会
科
学
も
協
力
し
て
、
全
人
的
な
対
応
を
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
で
、

文
系
の
学
問
領
域
を
代
表
し
て
清
水
が
発
足
時
の
理
事
に
加
わ
っ
て
い
た
。
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〈
終
末
期
の
輸
液
〉　
緩
和
ケ
ア
と
い
う
領
域
で
の
九
〇
年
代
後
半
の
ト
ピ
ッ
ク
は
輸
液
の
終
了
と
深
い
持
続
的
鎮
静
で
あ
っ
た
。

当
時
、
輸
液
（
中
心
静
脈
と
末
梢
点
滴
の
双
方
を
含
む
）
は
、
自
然
に
飲
食
で
き
な
い
患
者
に
は
最
期
ま
で
や
る
べ
き
だ
と
い
う

思
い
が
多
く
の
医
療
者
に
あ
っ
た
。
し
か
も
、
元
気
な
人
に
必
要
な
水
分
量
と
末
期
の
患
者
に
必
要
な
量
の
違
い
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
よ
く
把
握
し
な
い
で
、
最
期
ま
で
通
常
の
必
要
量
を
投
与
し
た
た
め
、
使
い
切
れ
な
い
水
分
が
体
内
に
た
ま
っ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
が
普
通
に
見
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
初
は
在
宅
ケ
ア
を
し
て
い
る
医
師
が
、
輸
液
は
終
わ
り
に
し
た
ほ
う
が
、

少
な
く
と
も
投
与
量
を
極
め
て
少
な
く
し
た
ほ
う
が
、
本
人
の
負
担
が
減
り
、
楽
に
過
ご
せ
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
始
め
、
実
践

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
場
の
看
護
師
た
ち
の
中
に
は
最
初
こ
れ
に
抵
抗
す
る
向
き
も
あ
っ
た
が
、
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
患
者

の
状
態
が
よ
く
な
っ
た
の
で
、
納
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
知
見
と
実
践
が
広
が
り
、
や
が
て
日
本
緩
和
医
療
学
会
は
、

終
末
期
の
輸
液
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
出
し
た
。

こ
こ
で
輸
液
を
や
め
る
、
あ
る
い
は
始
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
、「
消
極
的
安
楽
死
」
で
は
な
い
か
と
考
え
、「
安
楽
死
」
と
い

う
言
葉
に
怯
え
た
り
、「
消
極
的
」
な
ら
倫
理
的
に
認
め
ら
れ
る
と
主
張
し
た
り
す
る
議
論
が
あ
っ
た
。
清
水
は
、「
こ
こ
で
輸
液

を
や
め
る
こ
と
は
、
本
人
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
保
ち
、
あ
る
い
は
高
め
る
こ
と
を
目
指
す
選
択
で
あ
り
、
死
を
選
択
す
る
も
の
で
は
な
い

の
で
、
消
極
的
安
楽
死
に
も
該
当
し
な
い
」
と
主
張
し
た
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
生
命
維
持
に
通
常
必
要
と
さ
れ
る
治
療
の
「
差

し
控
え
と
終
了
（w

ithholding and w
ithdraw

al

）」
は
、
終
末
期
患
者
に
つ
い
て
は
生
命
予
後
を
縮
め
る
と
も
限
ら
な
い
の
で
あ

る
が
、
日
本
に
限
ら
ず
、
生
命
維
持
の
差
し
控
え
と
終
了
＝
消
極
的
安
楽
死
で
あ
る
と
い
う
無
理
解
が
広
が
っ
て
お
り
、
現
場
を

知
ら
な
い
生
半
可
な
生
命
倫
理
学
者
・
医
療
倫
理
学
者
の
中
に
は
、
現
在
で
す
ら
、
そ
の
無
理
解
の
う
ち
に
あ
る
人
た
ち
が
多
い
。

さ
て
、
ガ
ン
の
終
末
期
が
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
っ
た
九
〇
年
代
に
、
終
末
期
の
輸
液
の
差
し
控
え
と
終
了
に
つ
い
て
は
理
論
的
に
は

決
着
し
、
日
本
緩
和
医
療
学
会
に
お
い
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
の
過
程
で
は
、
こ
れ
が
法
的
に
問
題
で
は
な
い
か
と
考
え
る
医
療

者
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
最
初
の
一
〇
年
間
、
高
齢
者
へ
の
人
工
的
水
分
・
栄
養
補
給
に
つ
い
て
は
、
ま
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だ
決
着
が
つ
か
ず
、
こ
れ
が
次
第
に
大
き
な
ト
ピ
ッ
ク
と
な
っ
て
き
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
事
実
上
本
上
廣
死
生
学
・
応
用

倫
理
講
座
を
舞
台
に
し
て
日
本
老
年
医
学
会
と
し
て
の
調
査
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
が
行
わ
れ
、
高
齢
者
が
口
か
ら
食
べ
ら
れ
な

く
な
っ
た
時
の
人
工
的
水
分
・
栄
養
補
給
に
つ
い
て
、
本
人
の
人
生
に
と
っ
て
の
最
善
を
考
え
て
、
本
人
を
中
心
に
関
係
者
が
よ

く
話
し
合
い
、
検
討
を
し
て
、
意
思
決
定
を
す
る
と
い
う
あ
り
方
が
公
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
終
末
期
の
鎮
静
〉　
緩
和
医
療
学
会
周
辺
で
、
輸
液
と
並
ん
で
九
〇
年
代
後
半
に
大
き
な
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
っ
た
の
は
、
ガ
ン
の

終
末
期
に
お
け
る
「
持
続
的
な
深
い
鎮
静
」
で
あ
っ
た
。
専
門
家
た
ち
が
問
題
を
感
じ
た
点
は
二
点
あ
る
。
一
つ
は
、
例
え
ば
緩

和
ケ
ア
病
棟
で
最
期
が
近
づ
い
た
患
者
の
う
ち
こ
れ
を
す
る
こ
と
に
な
る
率
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
か
に
つ
い
て
で
あ
り
、
医
療
機

関
に
よ
っ
て
は
、
他
か
ら
見
て
、
率
が
高
す
ぎ
る
こ
と
か
ら
、
安
易
に
選
択
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
症
状
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
が
下
手
な
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
疑
い
が
も
た
れ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、「
持
続
的
な
深
い
鎮
静
」
は
、
患

者
本
人
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
を
開
始
し
た
時
が
、
こ
の
世
と
の
別
れ
と
看
做
さ
れ
、
実
際
、
家
族
と
の
お
別
れ
を
し
た
上

で
、
こ
れ
を
開
始
す
る
と
い
う
よ
う
な
や
り
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
患
者
本
人
の
視

点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
安
楽
死
と
変
わ
ら
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
意
識
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
客
観
的
に
も
、

「
持
続
的
な
」
と
い
う
こ
と
が
、「
死
に
至
る
ま
で
ず
っ
と
続
け
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
、
こ
れ
を
開
始
し
た
時
点
で
、
医
療

者
が
本
人
の
人
間
的
生
活
（
物
語
ら
れ
る
い
の
ち
、
人
生
）
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
に
な
り
、
確
か
に
生
物
学
的
生
命
は
続
い
て
い

る
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
を
短
縮
す
る
・
終
わ
り
に
す
る
と
い
う
意
図
は
そ
こ
で
は
働
い
て
い
な
い
が
、
物
語
ら
れ
る
い
の
ち
を
終

わ
り
に
す
る
と
い
う
意
図
は
働
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
清
水
は
緩
和
医
療
学
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
に
際
し
て
、「
持
続
的
」
と
い
う
こ
と
は
「
死
に
至

る
ま
で
ず
っ
と
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
中
止
す
る
時
期
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
ず
に
、
意
識
の
低
下
を
継
続
し
て
維
持
す
る

鎮
静
」
と
定
義
し
、
決
し
て
「
こ
こ
で
人
生
を
終
わ
り
に
す
る
」
と
い
う
意
図
で
す
る
も
の
で
は
な
い
（
ず
っ
と
鎮
静
し
た
ま
ま
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に
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
な
と
い
う
予
想
を
伴
い
は
す
る
だ
ろ
う
）
と
し
た
。
ま
た
、
九
七
年
頃
以
来
、「
な
る
べ
く
最
終
的

（
＝
持
続
的
）
セ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
し
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
そ
こ
に
到
る
過
程
の
研
究
を
緩
和
医
療
学

に
促
す
も
の
で
も
あ
る 8
」
と
言
っ
て
き
て
い
る
。
鎮
静
は
辛
さ
を
感
じ
な
く
さ
せ
る
が
、
同
時
に
人
間
的
活
動
が
で
き
な
い
よ
う

に
し
て
し
ま
う
と
い
う
重
大
な
害
を
伴
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
し
な
く
て
も
緩
和
が
で
き
る
な
ら
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
生
命
の
持
続
と
、
人
生
の
終
わ
り
の
推
測
と
い
う
、
死
生
学
的
テ
ー
マ
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

〈
尊
厳
死
・
安
楽
死
〉　
最
後
に
用
語
の
問
題
に
言
及
し
た
い
。
こ
れ
は
欧
米
の
用
語
を
日
本
語
に
置
き
換
え
る
時
に
起
き
る
こ

と
が
多
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
用
語
体
系
と
は
異
な
る
、
日
本
で
の
み
通
用
す
る
用
語
体
系
が
で
き
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

例
え
ば
、「
尊
厳
死
」（death/dying w

ith dignity

）
は
、
日
本
で
は
、
最
期
の
時
期
に
、
徒
な
延
命
医
療
は
せ
ず
、
苦
痛
の
緩

和
だ
け
を
受
け
て
死
に
到
る
あ
り
方
を
指
す
よ
う
な
使
い
方
に
な
っ
て
お
り
、
し
ば
し
ば
、
消
極
的
安
楽
死
と
同
一
視
さ
れ
る
。

他
方
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
サ
イ
ト
（
主
に
米
国
系
）
で
は
、
尊
厳
死
を
「
医
師
に
幇
助
さ
れ
た
自
殺
」（
Ｐ
Ａ
Ｓ
）
と
同
一
視

す
る
理
解
が
現
在
は
主
流
で
あ
る
。

し
か
し
、
ど
ち
ら
も
不
適
切
な
こ
と
で
あ
り
、death w

ith dignity 

は
元
来
エ
ン
ド
オ
ブ
ラ
イ
フ
・
ケ
ア
（
以
前
は
タ
ー
ミ
ナ

ル
・
ケ
ア
）
の
目
標
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
特
定
の
死
に
方
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
が
最
期
ま
で
尊
厳
を
も
っ
て
生
き
ら
れ

る
よ
う
に
ケ
ア
を
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
限
定
さ
れ
た
最
期
の
治
療
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
尊
厳

死
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
、
さ
ら
に
は
こ
れ
を
消
極
的
安
楽
死
と
同
一
視
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
（
ま
た
米
国
で
は
別

の
限
定
さ
れ
た
死
に
方
（
Ｐ
Ａ
Ｓ
）
を
尊
厳
死
と
呼
ぶ
こ
と
も
重
な
っ
て
）、
言
論
が
分
か
り
難
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、「
徒
な
延
命
医
療
を
し
な
い
で
、
緩
和
ケ
ア
だ
け
受
け
る
」
と
い
う
最
期
の
生
き
方
の
選
択
は
、
決
し
て
消
極
的
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安
楽
死
で
は
な
い
の
に
、「
延
命
を
選
ば
な
い
と
消
極
的
安
楽
死
で
あ
る
」
と
堂
々
と
間
違
っ
た
こ
と
を
言
う
研
究
者
が
い
た
り
、

「
最
期
が
近
づ
い
て
、
積
極
的
な
治
療
を
受
け
て
し
ま
っ
た
の
で
、
尊
厳
死
に
な
ら
な
い
」
と
気
に
す
る
市
民
が
い
た
り
す
る
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

「
安
楽
死
」
は
、
欧
米
で
は
、
ま
ず
も
っ
て
本
人
を
耐
え
難
い
苦
痛
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
、
他
の
方
法
が
な
い
場
合
に
「
医

師
が
投
薬
に
よ
り
本
人
を
死
な
せ
る
」
と
い
う
こ
と
を
指
す
用
語
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
や
が
て
「
投
薬
に
よ
り
死
な
せ
る
」

と
い
う
積
極
的
な
行
為
で
な
く
て
も
、
あ
る
こ
と
を
す
れ
ば
生
命
の
延
長
が
可
能
な
の
に
、
苦
痛
か
ら
の
解
放
を
死
に
よ
っ
て

も
た
ら
す
た
め
に
意
図
的
に
そ
れ
を
し
な
い
と
い
う
消
極
的
な
対
応
に
も
拡
大
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
で
も
「
安
楽
死 

euthanasia

」
に
は
二
通
り
の
定
義
が
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
で
は
「
安
楽
死
」
と
い
う
漢
字
を
読
め
ば
、
人
々
は
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
三
文
字
の

漢
字
か
ら
理
解
す
る
意
味
は
、
欧
米
の
以
上
で
示
し
た
二
通
り
の
定
義
の
い
ず
れ
と
も
違
う
、
も
っ
と
広
い
範
囲
を
カ
バ
ー
す
る

よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
を
込
め
て
使
う
人
も
多
く
、「
安
楽
死
」
と
い
う
こ
と
で
言
わ
れ
る
内
容
が
際
限
な
く
広

が
り
、
議
論
が
混
乱
し
て
し
ま
っ
た
。

上
廣
死
生
学
・
応
用
倫
理
講
座
の
教
員
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
だ
け
で
し
か
通
用
し
な
い
用
語
（「
ガ
ラ
携
」
＝
ガ
ラ
パ
ゴ
ス

携
帯
に
な
ら
っ
て
「
ガ
ラ
語
」
と
呼
ん
で
い
る
）
を
使
っ
て
い
る
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
場
で
の
議
論
が
で
き
な
い
た
め
、
用
語
を

整
理
し
、
国
際
的
に
通
じ
る
議
論
の
場
を
整
え
よ
う
と
努
め
て
も
い
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
臨
床
死
生
学
の
日
本
に
お
け
る
成
立
を
振
り
返
っ
た
上
で
、
本
講
座
の
臨
床
死
生
学
と
臨
床
倫
理
に
ま
た
が
る
活
動
に
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つ
い
て
概
観
し
た
。
す
べ
て
を
提
示
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
講
座
の
臨
床
死
生
学
の
特
徴
を
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。■ 

註
1 

加
藤
咄
堂
『
死
生
観
』
一
九
〇
四
年
。
紀
平
正
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日
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と
生
死
観
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一
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三
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。

2 
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医
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会
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命
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懇
談
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。

3 

会
田
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医
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と
臨
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現
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人
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医
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東
京
大
学
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、
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〇
一
一
年
）、
四
九
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二
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三
頁
。

4 

詳
細
は
、
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臨
床
倫
理
検
討
シ
ス
テ
ム
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
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参
照
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w
w

.l.u-tokyo.ac.jp/dls/cleth/index-j.htm
l
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W
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efinition of P

alliative C
are, http://w
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ancer pain relief and palliative care (W
H

O
 T

echnical R
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ベ
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モ
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す
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床
研
究
の
倫
理
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則
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軌
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詳
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、
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の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
参
照
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ont.htm
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。
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郎
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一
五
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、
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第
八
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号
、

一
～
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四
頁
。

8 

清
水
哲
郎
「
緩
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医
療
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哲
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と
倫
理
」、
柏
木
・
石
谷
編
『
緩
和
医
療
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