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終末期医療のあり方に関する懇談会  

これまでの懇談会での主な意見   

く終末期の定義〉  

○調査の中で余命6ケ月をターミナルとしているが根拠は？（（む）   

→厚生労働省としては定義していないが、平成10年、15年調査については便宜的   

にそうなっている。調査設計の際に議論になったところ。（事務局（D）  

○余命6ケ月をターミナルとすることには議論の余地あり。（町野座長①）  

○植物状態の定義も難しいし、どういうふうなものが終末期かというのもなかなか難   

しいので、長い間では十分議論していかないと駄目だ（宝任委員②）  

○終末期という概念自体が、N川では定義できなし1とはっきり言っている。（Jll島委員   

②）  

○終末期の定義のあり方について、先ほど各委員の方がおっしやったとおり定義をど   

うするか、生を支えていく体制をどうするかも含めて、そこをもっと議論を詰めて   

いかなければならない（ALS協会橋本参考人②）  

くケアのあり方〉  

○延命治療を実施したりするのも含んだものが緩和ケアである。（林委員（D）  

○多くの患者は緩和ケアイコール死を迎える病院だと思っている。これは緩和ケアを   

勧めるに当たって難しいところ。緩和ケアで有名な病院に転院をといっただけで、   

かなり難しい。また、それまで治療に当たってくれていた主治医との信頼関係を打   

ち切りたくないという人も多い。医療に対する知識の差で、随分緩和ケアに対する   
受け止め方が違うと思う。（樋口委員（D）  

○パラレルケアという考え方とは、がんに対する治療と並行して緩和医療を行ってい   

く。はじめから最期まで支え続けるという姿勢が治療と緩和と並行して行われる。   

そうした意味のものが緩和ケア。（林委員①）  

○人工呼吸器を付ければ、責用的に生活をしていくことができるのであれば、問題は   

そういう療養生活を支える条件があるのかないのかだ。（伊藤委員①）  

○延命治療を望まない人が多いという説明だったが、確実に望む人もいる。多数だか   

らという言い方で説明されることが果たして適切なのかどうか。説明が欲しい。（伊   

藤委員（D）  

○末期医療6ケ月の中で各々の立場の人が、どういった対処をしていくかが大切。（池   

主委員①）  

○医師が患者の家族に在宅医療問題l三ついて説明したことがあるのかどうかの調査   

がない。患者は皆目見当のつかないままに、つまり自分は生きる望みがないと思っ   

て、最期を迎えるという方向にデータがスライドしてしまう。これからは治らない   

病気を支える支え方を病院が教えることが大切。（川島委員（D）  

○最終的には制度的な規定みたいなものに、具体化していかなければ意味がない。在  
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宅医療にも落としどころがあるだろうし、この懇談会で議論したことを、介護保険   

の改訂や在宅医療とかとの連携をしていくことが必要だが、その辺があまり連携が   
取れているようには思えない。今後はやはりそういう上へのぼったり審議会みたい   
のに引っ張っていかないと、なかなか具体的な形ではうまくいかないのではないか。   

（池主委員①）  

○特別養護老人ホームに看取り介護加算がついて、怖い感じがある。（楼井委員①）  

○どこで支えるかではなくて、誰と支えるかが大切。医療の支えなくして安心感のあ   
る看取りは得られない。（櫻井委員①）  

○意思決定の相談支援という部分、それからがんの患者さんの、いろいろなチームで   
取り組み、心理社会的な部分をきちんとバックアップして相談支援をするという、   
医療の中でいろいろなコメディカルのチームを組んでいる部分を、どれだけ本当に   
活性化してシステムとしてきちんと整えるかというところが、まず医療のあり方と   
して求められる（田村委員②）  

○本人の意思をいかに知ることができるか、ということなのではないか。本人の意見   
をどのようにして私たちが知り、それをどのようにして確認していくか。そのプロ   
セスをある程度はっきりしておかないといけない。（林委員②）  

○本人の意思がまず大事であり、その次に本人の意思がとれない方は家族という感じ  
（富樫委員代理（∋）  

○ご本人が死を意識し、それに対してどういう考えを持つかも大切です。それをどう   
家族と、もしくは大切な人と共有しているかということです。それが本当に、いざ   
というときに非常に重要な意味を持つのではないか（林委員②）  

○高齢期の問題というふうに絞ってしまうと、あまりにも課題が重すぎてなかなか結   
論が出ないのではないか。もっと早い時期に、看取りという問題を正面から捉える   
ような制度的対応というか、システムづくりというのが必要です。（池主委員②）  

○患者の側から見れば、たった1回こつきりの話で、しかも個々によって非常に状況   
が違うという、極めてリアルな状況の中での判断を迫られる。医療者の側は圧倒的   
にたくさんの情報を持っているが、患者の側はまずそういう情報を持っていない人   
が大部分である。（伊藤委員②）  

〈さまざまな終末期〉  

○終末期にはいろいろな人がいて、70歳以上だけをターゲットにしているわけではな   
いということをくれぐれも誤解のないように。（樋口委員①）  

○子どもが病気になったとき、家族の支援がなくてはとても立ち行かない。しかも若   
い親御さんが多いわけですから、経済的にも精神的にもさまざまなところで支援が   
必要だ（近藤委員②）  

○突然やってくる死、そして心拍再開がなった後での終末期を、どういうふうに考え   
るのか。この場でも考えて結論は出るか出ないかわかりませんけれども、報告書な   
りに活かしていただくことが大事ではないか（山本委員②）  

○意思表示できない人が突然救急に飛び込んで来て機械呼吸になってしまう。そうい   
う人はどこまで機械呼吸が要るのかという問題は、まさにこれこそ何らかのエ夫で   
考えていかないといけない（中Jl】委員②）  

○終末期というのはどういう状態を想像するかによって、また連想するかによって、   
それに対する対応が異なってきますから、そこを整理しないと、それぞれの終末期   



像に対応した発言になりがちではないか（池上委員②）  

○救急医療の後の問題についてですが、そういう呼吸器を中止するとか、しないとい   

う話は、単純に手技をどうするかという話ではない。その方々は、いまこの世に存   

在している。存在しているのを、存在するなと言っているのは人間が言っているわ   

けです。それでいいのか。（川島委員②）  

○本人のニーズがどこにあるかということが問題なので、そのことをどのようにして   

認定するかというのが1つの問題。本人のニーズに応えて医療は行われているか、   

その体制を確立しなければならない。ご本人、さらにご本人を支える家族の人たち   

に対するサポートの体制の整備も必要（町野委員②）  

く法整備・ガイドライン〉  

○リビングウィルについて、高齢者からの方が支持率が低いのはなぜか？書き換え   

ができないと思っている人が多いことを反映しているのかどうか。（伊藤委員①）  

○何らかの提案ができないと、5年前と同じ結論で終わってしまうのではないか。個   

人の主張を尊重するとガイドラインにはあるが、終末期には現実的に無理がある。   

家族の意思も大切である。（中川委員①）  

O「患者が拒まない限り、決定の内容を家族にも知らせることが望ましい」とあるが、   

ガイドラインができていいない。それぞれの場合で医療者、患者、家族の間で相談   

して納得のいくような結論をだすという、その決定に至るプロセスをきちんとやる   

ことが大切。次の懇談会で、いままでのような質問対応でいいのかどうか、きちん   

と確認しておかないといけない。法律とか倫理委員会とかの問題もある。（①）  

○プロセス論は、プロセスさえ経ればよいという考え方も危険である。倫理委員会を   

通したので延命治療をやめてもよい、のような事件が新聞報道されたところ。（町   

野座長（D）  

○生命倫理、法の問題などもある。（ヒアリングを）できる限り行っていきたい。（町   

野座長（D）  

○現場としては、特に救急医療であるとか神経難病の部分とか、ある面では緩やかな   

法整備も必要だと感じている（中川委員②）  

○医師が自分たちの至らないところのツケを患者や家族に回して、その中には説明責   

任の不十分さとか、緩和医療が十分にできていないとか、環境整備がうまくできて   

いないとか、いろいろなことがあるわけです。それを知らないうちに患者にツケを   

回していて、尊厳死容認という形になりはしないか。ここが最も私は危倶するとこ   

ろ（川島委員②）  

○全日本病院協会としては、現在のところ法制化には反対しています。ただ、ガイド   

ライン作りというのはやっている。それをどんどん広げていって国民の間に合意す   

るものが生まれない限りは、法律を作って法整備をしてはいけない（木村委員②）  

○死をよく考えていると法制化というのは、日本の現時点では無理な部分があるので   

はないか（富樫委員代理②）  

○いま国が決めるべき問題でもないし、ガイドラインを作るべき問題でもないと思い   

ます。いずれ作らなければならないとしても、いますぐの話ではないだろう（伊藤   

委員②）  

○ガイドラインを作るか、法律が必要かというのは、おそらくここでの議論はそこま   

でいかないだろうと思いますが、結局のところ現在、それを使わなければ本人のニ   



一ズに応えた医療ができない状態なのか、そこがいちばんの問題（町野委員②）  

く終末期相談支援料について〉  

○新たな生を考える、限られた中でも生を考えるということで相談を診療報酬の中で   
立てたことは、私はとても意義があったのではないかと思うので、後期高齢者医療   
制度の中にあった相談料を、名前も変えて、もう一度しっかりと組み立て直したほ   

うがいいのではないか（中山委員②）  

○相談機能の能力を持ったがんの専門看護師や認定看護師、ソーシャルワーカーも含   
めて、そういう相談機能を持った人たちの相談活動に対し、相談料というのが診療   

報酬の中で認められるような道を作っていくことは、とても重要（中山委員②）  
○終末期相談支援料という文言を変えて、より良い生き方支援のための相談料とでも   

していただく（川島委員②）  

○相談ではなくて、患者さんや家族の方の悩みを聞く場、それを語り合える場を保証   
することが先ではないか。安易に相談と言うべきではないと思うし、ましてやそれ   
を料金体系化するというのは、いかがなものか（伊藤委員②）  

く意識調査の解析について〉  

○今日のヒアリングと意識調査の結果と、多少でも関連させていく必要があるのでは   
ないか（池上委員②）  

くその他〉  

○前回調査から今回の調査まで、国民に終末期の広報活動をしたのか。ガイドライン   

は国民・医療現場にどう周知したのか。（永池委員①）   





























「本音は自分でもよくわかりません。60歳と  

いうと、昔ならちょうどいいくらいの歳ですし。  

でもあと半年の命だと、私も家族も心の整理  
ができないのではないかと思います。あと1  

年から2年ぐらいの延命が、ちょうどいいの  

かなと思ったりして＝・」自分でA4の黄色  

い紙を持って、リクライニングのベッドにもた  

れながら、きちんとした文字ですらすらと書  

いていく。声はかすれて聞き取りにくいが、  

四肢の筋力はかなり良く保たれている。  

噂   

▲  一■  

Mさんはいわゆる球麻痔型のALS（筋萎縮性側索硬化症）で、今回胃癌造設  

のために入院された。頬が少しこけて整った顔立ちは、凛としたなかに世俗を  

超越したような清々しさも感じられる。私は暇な時間に立ち寄って、雑談して帰  

ることが多くなった。  

「山岡鉄舟は胃がんで、座ったまま死んだそうです。私も最初のころは、人  

間は動物なんだから、食べられず、息ができなくなったら死ぬのは当然だと  

思っていました。50歳を過ぎたころから、これからの人生はもうけものと思って  
ましたから」と書き連ねる。今まで「呼吸器を付けたくない」との考えを変えな  

かったのは、このような考えが基本にあったのだと初めて理解できる。  
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今
日
は
敬
老
の
日
。
多
年
に
わ
た
 
 

り
社
会
に
尽
く
し
て
き
た
老
人
を
敬
 
 

愛
し
、
長
寿
を
苛
っ
こ
と
を
曹
と
 
 

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
苛
つ
 
 

べ
き
高
齢
者
を
め
ぐ
る
医
療
や
介
護
 
 

の
状
況
は
厳
し
さ
を
増
し
て
お
り
、
 
 

多
く
の
人
が
将
来
へ
の
不
安
と
焦
燥
 
 

を
か
か
え
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
。
 
 
 

先
日
、
背
骨
不
通
と
な
っ
て
い
た
 
 

女
性
か
ら
手
紙
を
も
ら
っ
た
が
、
そ
 
 

の
内
琴
は
現
代
の
世
相
を
反
映
し
て
 
 

束
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。
八
十
大
歳
 
 

の
女
性
で
、
夫
と
一
人
息
子
に
先
立
 
 

た
れ
鹿
児
島
市
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
一
 
 

人
暮
ら
し
で
あ
る
。
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
 
 

ン
が
布
く
創
造
力
の
豊
か
な
女
性
 
 

で
、
俳
画
や
墨
彩
画
の
教
室
有
蓋
宰
 
 

死
に
逝
く
愚
者
き
ん
に
挙
る
禦
耳
 
 

の
多
い
医
師
に
と
っ
て
、
で
き
る
こ
と
 
 

な
ら
「
安
ら
か
な
死
」
を
望
む
の
は
「
あ
 
 

た
り
前
の
こ
と
」
誓
つ
。
と
こ
ろ
が
 
 

こ
の
「
あ
た
り
前
の
こ
と
」
が
、
意
外
 
 

に
離
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 
 

彊
難
病
の
一
つ
で
、
手
足
は
ま
だ
 
 

十
分
に
動
か
せ
る
の
に
発
声
や
飲
み
込
 
 

＿
ひ
●
▲
い
 
み
が
で
き
な
く
な
る
球
麻
痺
型
の
筋
萎
 
 

細
雨
榔
郭
硬
化
症
（
A
L
S
）
の
寒
 
 

性
と
は
、
筆
談
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
 
 

ン
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

「
本
音
は
自
分
で
も
よ
く
わ
か
り
ま
 
 

せ
ん
。
六
十
歳
と
い
う
と
、
普
な
ら
ち
 
 

ょ
う
ど
い
い
く
ら
い
の
年
で
す
し
P
で
 
 

も
あ
と
半
年
の
命
だ
と
、
私
も
家
族
も
 
 

心
の
整
理
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
 
 

と
患
い
零
す
。
あ
と
一
年
か
ら
二
年
ぐ
 
 

ら
い
の
延
命
が
、
ち
ょ
う
ど
い
い
の
か
 
 

な
と
思
っ
た
り
し
て
…
」
。
 
 

帽
＿
 
 
頼
が
少
し
こ
け
て
整
っ
た
撃
ち
か
 
 

ら
は
、
搬
と
し
た
な
か
に
世
俗
を
超
越
 
 

†
■
■
T
■
 
し
た
よ
う
な
滑
々
し
さ
も
感
じ
ら
れ
 
 

る
東
養
補
給
の
た
め
の
農
許
や
、
 
 

人
工
呼
吸
器
の
装
着
を
か
た
く
な
に
拒
 
 

み
碑
け
て
き
た
ゥ
 
 
 

「
尊
厳
死
」
に
関
し
て
は
、
立
法
化
 
 

の
動
き
と
も
相
ま
っ
て
環
否
両
輪
、
激
 
 

し
さ
を
ま
し
っ
つ
あ
る
。
厚
生
労
働
省
 
 

は
昨
年
、
よ
う
や
く
終
末
期
医
療
の
ガ
 
 

イ
ド
ラ
イ
ン
（
指
針
）
を
示
し
た
。
そ
 
 

の
骨
子
は
①
患
者
本
人
の
意
思
決
定
を
 
 

し
て
い
る
。
過
去
に
乳
が
ん
の
手
締
 
 

を
受
け
て
い
る
が
、
現
在
は
票
に
 
 

間
感
は
な
い
。
た
だ
「
自
分
の
身
の
 
 

振
り
方
を
真
剣
に
考
え
て
い
る
穀
中
 
 

で
す
。
弱
り
切
っ
て
か
ら
で
は
遅
い
 
 

の
で
、
今
か
ら
決
め
て
お
き
た
い
の
 
 

で
す
。
先
生
の
病
院
で
、
こ
う
い
う
 
 

独
り
者
の
早
期
を
受
け
入
れ
て
く
だ
 
 

さ
る
方
法
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
 
 

…
」
と
い
う
さ
っ
な
こ
と
だ
っ
た
。
 
 
 

翻
っ
て
み
れ
ば
、
国
家
と
し
て
も
 
 

超
高
齢
社
会
の
安
心
で
着
る
青
写
真
 
 

が
い
ま
だ
に
描
け
す
、
個
人
と
し
て
 
 

も
介
詳
を
必
要
と
す
る
と
き
に
ど
こ
 
 

で
生
鱒
レ
、
悪
翌
適
え
る
か
、
不
 
 

透
明
康
ま
り
な
い
状
況
に
あ
る
。
日
 
 

本
の
平
均
寿
命
（
二
〇
〇
七
年
）
は
 
 

独
り
者
ガ
最
期
迎
え
る
場
所
 
 

延
命
治
療
と
尊
厳
死
 
 

最
も
重
要
な
原
則
と
す
る
こ
と
②
医
療
 
 

の
開
始
、
不
開
始
、
変
更
、
中
止
な
ど
 
 

は
「
医
療
ケ
ア
・
チ
ー
ム
」
で
慎
重
に
 
 

判
断
し
、
医
師
の
独
断
に
依
ら
な
い
こ
 
 

と
③
治
療
方
針
の
決
定
に
際
し
、
患
者
 
 

と
医
療
従
事
者
の
含
有
内
容
を
文
書
化
 
 

す
る
こ
と
④
患
者
の
意
思
を
推
定
で
き
 
 

な
い
場
合
に
は
家
族
と
活
し
合
い
、
患
 
 

者
に
と
っ
て
最
善
の
治
療
方
針
を
と
る
 
 

こ
と
と
し
て
い
る
。
 
 
 

指
針
の
内
容
は
あ
い
ま
い
な
方
が
い
 
 

い
の
か
と
思
う
半
面
、
こ
の
中
に
は
病
 
 

気
や
病
態
別
の
き
め
細
か
な
ガ
イ
ド
ラ
 
 

イ
ン
、
人
工
呼
吸
ボ
を
外
す
と
い
っ
た
 
 

男
性
関
・
1
9
歳
、
女
性
8
5
・
対
韓
こ
 
 

世
界
l
を
更
新
し
、
二
五
年
に
は
七
 
 

十
五
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
軟
は
六
 
 

十
五
歳
か
ら
七
十
四
読
ま
で
の
前
期
 
 

帯
齢
者
数
を
上
回
り
、
女
性
が
そ
の
 
 

三
分
の
二
以
上
を
占
め
、
独
居
高
齢
 
 

者
も
1
4
・
5
％
か
ら
孤
％
と
予
測
さ
 
 

れ
て
い
る
。
何
事
も
予
測
に
は
不
雁
 
 

実
等
つ
か
、
人
口
予
測
ほ
ど
確
 
 

か
な
も
の
は
な
い
。
こ
の
女
性
の
よ
 
 

う
な
一
人
暮
ら
し
の
帯
齢
者
に
対
す
 
 

る
支
援
を
ど
の
よ
う
に
行
う
ぺ
き
 
 

か
、
最
も
深
刻
な
問
題
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

そ
こ
で
感
情
抜
き
の
率
直
な
気
持
 
 

ふ
く
は
が
ひ
で
と
し
 
誓
星
課
雪
月
 
 
福
 
永
 
 
秀
敏
 
 

ふ
く
 
 
な
七
l
 
 
 
 
ひ
で
 
 
と
し
 
客
鼻
論
兢
秦
員
 
福
 
永
 
 
秀
 
敏
 
 

よ
う
な
生
命
に
直
積
す
る
延
命
医
環
の
 
 

中
止
の
基
準
な
ど
は
示
さ
れ
て
お
ら
 
 

す
、
臨
床
現
場
で
は
机
上
の
空
輸
に
も
 
 

な
り
か
ね
な
い
。
 
 
 

二
〇
〇
三
年
に
厚
労
省
が
行
っ
た
慧
 
 

諭
調
査
で
は
、
延
命
治
環
を
望
む
か
否
 
 

か
事
前
に
書
面
で
意
思
表
示
を
行
う
 
 

「
事
前
指
l
空
に
賛
成
の
人
が
半
数
を
 
 
 

夢
見
た
と
い
う
感
高
齢
社
会
と
な
り
、
 
 

ま
た
患
者
さ
ん
本
人
の
意
思
に
反
す
る
 
 

形
で
全
身
に
管
が
取
り
付
け
ら
れ
る
よ
 
 

志
摩
医
庶
が
掃
け
ら
れ
て
い
る
現
 
 

実
に
「
尊
厳
死
」
に
対
す
る
国
民
の
意
 
 

帝
も
変
わ
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 

ち
で
、
次
の
よ
う
な
返
事
を
書
き
送
 
 

っ
た
。
ま
ず
綴
和
ケ
ア
凍
、
療
養
介
 
 

護
病
棟
の
入
院
基
準
に
つ
い
て
触
れ
 
 

た
後
、
健
康
が
許
す
限
り
自
宅
で
等
 
 

ら
せ
る
こ
と
が
理
想
て
あ
る
こ
と
。
 
 

生
活
に
介
謳
が
必
要
と
な
れ
は
、
介
 
 

護
保
険
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
 
 

る
こ
と
、
こ
の
時
に
は
介
護
支
援
等
 
 

門
貞
が
相
談
に
の
っ
て
く
れ
る
。
万
 
 

が
一
に
が
ん
の
再
発
が
あ
れ
ば
、
緩
 
 

和
ケ
ア
疎
も
考
慮
ぎ
れ
た
い
。
施
設
 
 

介
護
で
は
要
介
淳
度
に
よ
り
介
護
老
 
 

人
保
尭
設
（
老
健
施
設
）
や
介
護
 
 

者
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
 
 
 

日
本
の
尊
厳
死
運
動
は
「
健
や
か
に
 
 

生
き
る
権
利
、
安
ら
か
に
死
ぬ
細
別
を
 
 

原
点
に
、
い
わ
ゆ
る
尊
厳
死
の
宣
言
専
 
 

自
分
自
身
で
守
う
っ
」
と
い
う
こ
と
を
 
 
 

（
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
イ
ル
）
の
三
条
件
を
 
 

五
首
す
る
こ
と
で
結
ば
れ
て
い
る
二
二
 
 

条
件
の
骨
子
は
、
無
理
な
延
肘
処
置
は
 
 

お
斬
り
、
痛
み
に
対
す
る
綬
和
処
置
は
 
 

最
大
限
し
て
ほ
し
い
、
そ
し
て
致
カ
月
 
 

以
上
に
わ
た
っ
て
植
物
状
態
に
な
っ
た
 
 

と
き
は
、
一
切
の
生
命
維
持
装
置
は
取
 
 

り
や
め
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
 
 

る
。
い
す
れ
も
納
得
で
き
る
宣
宵
で
あ
 
 

る
が
、
臨
床
看
で
は
な
か
な
か
柑
し
 
 

ー
ム
）
、
介
護
付
き
有
料
老
人
ホ
ー
 
 

ム
、
小
規
冤
罷
型
居
宅
介
謳
な
 
 

ど
が
あ
る
。
ま
た
最
近
で
は
、
民
間
 
 

の
ケ
ア
付
き
マ
ン
シ
ョ
ン
も
売
り
出
 
 

さ
れ
て
い
る
。
自
分
の
同
状
、
寮
介
 
 

護
度
、
経
済
状
態
、
家
族
状
況
、
価
 
 

値
観
な
ど
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
選
択
 
 

は
異
な
っ
て
く
る
。
 
 

そ
れ
で
は
日
本
の
超
高
齢
社
会
 
 

を
、
安
心
で
き
る
医
綬
・
介
護
の
シ
 
 

ス
テ
ム
に
糞
す
る
に
は
ど
の
よ
う
 
 

に
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

ま
意
力
不
足
も
予
測
さ
れ
て
 
 

お
り
、
定
年
を
延
良
し
、
高
齢
者
の
 
 

く
、
よ
く
あ
る
稔
伶
賛
成
、
各
論
反
対
 
 

と
い
う
世
界
に
な
る
。
 
 
 

医
療
へ
の
信
頼
感
が
な
け
れ
ば
延
命
 
 

処
置
の
中
止
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
 
 

る
「
手
抜
き
医
撃
と
判
断
さ
れ
か
ね
 
 

な
い
し
、
医
療
脈
訟
へ
の
想
念
も
捨
て
 
 

き
れ
な
い
鐘
厳
死
に
批
判
的
な
人
は
、
 
 

甜
曹
切
り
捨
て
の
思
想
に
訝
り
か
ね
 
 

な
い
と
懸
念
す
る
。
確
か
に
医
療
費
の
 
 

削
減
へ
の
思
惑
や
、
公
共
の
意
思
を
本
 
 

人
の
意
思
に
摩
刀
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
 
 

て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

「
山
岡
鉄
舟
は
胃
が
ん
で
、
座
っ
た
 
 

ま
ま
死
ん
だ
そ
う
で
す
。
私
も
最
初
の
 
 

こ
ろ
絹
人
間
は
動
物
だ
か
ら
、
食
べ
 
 

ら
れ
す
、
息
が
で
き
な
く
な
っ
た
ら
死
 
 

ぬ
の
は
当
然
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」
 
 

と
濠
秩
は
続
く
。
今
ま
で
「
呼
吸
器
を
 
 

付
け
た
く
な
い
」
と
の
考
え
を
変
え
な
 
 

か
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
が
基
 
 

本
に
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
理
解
す
る
。
 
 
 

そ
れ
で
も
こ
の
女
性
に
は
、
獲
た
き
 
 

り
の
生
活
が
す
べ
て
「
惨
め
な
生
」
で
 
 

知
識
や
経
験
を
労
働
市
場
に
生
か
す
 
 

仕
組
み
を
作
る
べ
き
で
あ
る
。
最
近
 
 

の
意
識
調
査
で
は
、
高
年
齢
層
ほ
ど
 
 

「
七
＋
歳
ま
で
働
き
た
い
、
生
涯
廟
 
 

き
た
い
」
と
答
え
る
人
が
多
く
、
一
 
 

方
で
は
高
齢
者
の
墓
牽
の
商
い
地
 
 

域
ほ
ど
寝
た
き
り
老
人
は
少
な
い
と
 
 

い
う
調
査
結
果
も
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
先
進
諸
国
に
比
べ
て
も
低
 
 

く
抑
え
ら
れ
て
い
る
医
寮
や
福
祉
予
 
 

算
を
増
額
す
べ
き
で
あ
る
。
医
療
費
 
 

抑
制
策
や
社
会
保
掌
を
毎
年
二
千
 
 

二
百
億
円
削
減
す
る
こ
と
を
見
直
 
 

し
、
特
定
財
源
の
一
般
財
療
化
に
伴
 
 

う
予
算
を
優
先
的
に
医
療
・
碍
祉
に
 
 

ま
わ
せ
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
国
士
 
 

の
隅
々
ま
で
道
路
拡
窟
叩
が
な
さ
れ
て
 
 

も
、
命
の
保
障
が
な
け
れ
ば
雫
心
で
 
 

き
る
社
会
と
は
い
え
な
い
。
 
 
 

こ
の
四
月
か
ら
始
ま
っ
た
後
期
商
 
 

船
老
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
 
 

ざ
ま
な
批
判
が
噴
出
し
て
い
る
。
厚
 
 

労
省
と
し
て
は
一
定
の
粋
（
医
療
費
 
 あ

る
と
は
考
え
な
い
で
ほ
し
い
。
「
生
 
 

き
て
い
る
」
こ
と
だ
け
で
も
意
味
を
持
 
 

つ
こ
と
は
あ
る
し
、
ま
た
人
間
は
ど
の
 
 

よ
う
な
状
況
で
も
、
そ
の
「
こ
こ
ろ
ざ
 
 

し
」
い
か
ん
で
は
さ
ま
ぎ
ま
な
「
生
き
 
 

方
」
を
引
き
寄
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
 
 

そ
し
て
残
さ
れ
た
人
の
心
の
な
か
に
、
 
 

大
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
思
い
出
を
残
し
 
 

て
く
れ
る
。
私
が
長
年
か
か
わ
っ
て
き
 
 

た
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
病
棟
に
は
、
＋
 
 

数
年
も
呼
吸
器
を
付
け
な
が
ら
も
コ
ン
 
 

ピ
ュ
ー
タ
ー
な
ど
の
I
T
（
情
報
技
術
）
 
 

を
駆
使
し
て
創
造
的
な
洒
動
を
行
い
、
 
 

私
た
ち
に
生
き
る
こ
と
の
尊
厳
を
敢
え
 
 

て
く
れ
る
人
は
多
い
。
 
 
 

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
人
間
 
 

は
み
な
等
し
く
死
を
免
れ
な
い
運
命
に
 
 

あ
る
。
超
高
齢
社
会
を
迎
え
た
今
、
死
 
 

を
迎
え
る
人
も
残
さ
れ
た
人
も
悔
い
の
 
 

な
い
よ
う
に
、
健
康
な
と
き
に
こ
そ
「
人
 
 

生
の
終
声
へ
の
想
像
力
を
働
か
せ
る
 
 

こ
と
も
必
要
で
は
な
い
だ
う
っ
か
。
 
 
 

（
聖
議
院
機
檎
南
九
州
病
院
長
）
 
 

抑
制
）
の
中
で
、
今
後
も
国
民
皆
保
 
 

険
制
度
轟
持
す
る
た
め
の
苦
肉
の
 
 

策
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
十
分
な
説
 
 

明
か
不
足
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
 
 

か
ら
や
り
玉
に
挙
げ
ら
れ
た
。
七
十
 
 

五
歳
で
仕
組
み
を
区
切
る
こ
と
に
焦
 
 

点
を
あ
て
て
「
う
ば
捨
て
山
」
と
か
 
 

「
家
族
の
分
断
」
な
ど
と
、
政
争
の
格
 
 

好
の
貝
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
 
 
 

先
に
も
述
べ
た
さ
っ
に
医
庶
・
介
 
 

在
の
閉
居
は
待
っ
た
な
し
の
状
況
に
 
 

あ
る
。
凍
結
さ
れ
た
終
末
期
相
談
支
 
 

援
料
童
と
も
関
係
す
る
が
、
終
 
 

末
期
医
綬
に
つ
い
て
も
み
ん
な
で
議
 
 

論
を
出
し
合
い
、
一
定
の
理
解
と
合
 
 

意
を
得
る
作
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
。
財
源
や
負
担
の
こ
と
も
含
め
 
 

て
、
二
十
一
世
紀
の
社
会
保
障
制
度
 
 

全
般
に
つ
い
て
、
自
分
白
身
の
問
題
 
 

と
し
て
考
え
る
べ
き
時
で
あ
る
。
 
 
 

（
国
立
病
院
機
構
南
九
州
病
院
長
）
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医空ヒポクラテスは、  
この樹の下で弟子たちに  
医学そ説いたといわれる   

こ
の
1
1
月
、
霧
島
市
の
家
庭
教
 
 

育
学
級
合
同
研
修
会
で
講
演
す
る
 
 

こ
と
に
な
り
、
主
催
者
と
の
話
し
 
 

合
い
で
決
め
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
が
、
 
 

「
命
と
向
き
合
う
～
医
療
現
場
か
 
 

ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
～
」
と
い
う
こ
 
 

と
に
な
っ
た
。
 
 
 

人
の
一
生
は
「
生
老
病
死
」
と
 
 

い
う
四
楽
章
を
辿
る
旅
人
の
よ
う
 
 

な
も
の
で
、
ど
の
楽
章
も
命
と
の
 
 

対
時
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
向
き
合
 
 

天命を全うする医療とは  

国立病院機構南九州病院長  

福永秀敏  
（ふくながひでとし）  

う
の
が
医
師
の
務
め
で
あ
る
と
考
 
 

え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
命
 
 

の
解
釈
が
医
学
の
進
歩
の
中
で
揺
 
 

ら
ぎ
始
め
、
一
方
で
は
患
者
側
の
 
 

過
大
な
要
求
や
期
待
も
あ
っ
て
、
 
 

リ
ス
ク
管
理
と
表
裏
一
体
の
関
係
 
 

に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

私
は
戦
後
ま
も
な
く
団
塊
の
世
 
 

代
の
一
人
と
し
て
生
を
受
け
、
た
 
 

ま
た
ま
医
学
の
道
を
志
し
、
幸
い
 
 

に
も
大
病
を
す
る
こ
と
な
く
老
い
 
 

1972年鹿児島大卒。80年メイ  

ヨークリニック留学。98年より  

現職。99年厚労省「筋ジストロフ  

ィー研究班」主任研究者。2007  

ノj  年厚労省「医療安全管理者の質の  

向上に関する検討作業部会」部会  

長。著書にr病む人に学′‡てJなど。  

を
迎
え
つ
つ
あ
る
。
そ
の
中
で
神
 
 

経
内
科
医
と
し
て
、
現
代
の
医
学
 
 

で
も
治
せ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
難
病
 
 

の
患
者
や
家
族
と
長
い
付
き
合
い
 
 

を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

繰
り
言
の
一
つ
も
な
く
前
向
き
 
 

に
生
き
た
人
、
残
さ
れ
た
わ
ず
か
 
 

な
力
で
素
晴
ら
し
い
絵
画
を
措
い
 
 

た
人
、
も
ち
ろ
ん
立
ち
直
れ
な
い
 
 

ほ
ど
打
ち
ひ
し
が
れ
た
人
も
い
た
。
 
 

た
だ
総
じ
て
言
え
る
こ
と
は
、
患
 
 

者
は
そ
の
生
き
方
を
通
し
て
、
生
 
 

き
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
や
し
な
 
 

や
か
さ
、
人
間
の
持
つ
凄
さ
を
示
 
 

し
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

遺
伝
子
診
断
が
で
き
る
よ
う
に
 
 

な
っ
た
時
、
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
 
 

の
青
年
は
「
母
親
の
苦
労
を
思
う
 
 

と
、
妹
が
出
生
前
診
断
を
受
け
る
 
 

と
い
う
選
択
に
は
反
対
し
な
い
。
 
 

し
か
し
、
自
身
の
存
在
は
否
定
さ
 
 

れ
た
く
な
い
」
と
苦
し
い
胸
中
を
 
 

明
か
し
た
。
 
 
 

ま
た
、
筋
萎
縮
性
側
東
棟
化
症
 
 

で
の
呼
吸
器
装
着
は
、
医
師
に
と
 
 

っ
て
は
最
も
悩
ま
し
い
決
断
を
要
 
 

す
る
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
日
本
 
 

の
難
病
政
策
（
患
者
の
受
け
入
れ
 
 

病
院
整
備
や
医
療
費
の
補
助
）
の
 
 

恩
恵
も
あ
り
、
患
者
・
家
族
の
希
 
 

望
に
沿
う
形
で
延
命
治
療
が
可
能
 
 

に
な
り
つ
つ
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
次
な
る
問
題
ど
し
 
 

て
、
長
期
の
呼
吸
管
理
の
過
程
で
 
 

患
者
と
の
意
思
疎
通
が
全
く
叶
わ
 
 

な
く
な
っ
た
時
に
呼
吸
器
を
外
す
 
 

こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
 
 

浮
上
し
て
い
る
。
「
手
厚
い
ケ
ア
が
 
 

保
障
さ
れ
、
安
心
⊥
て
生
き
ら
れ
 
 

る
社
会
」
の
実
現
が
理
 

あ
る
女
性
患
者
か
ら
は
「
（
事
前
に
 
 

で
も
）
患
者
の
意
思
が
確
認
で
き
 
 

る
仕
観
み
を
作
っ
て
お
け
ば
、
呼
 
 

吸
器
を
外
す
こ
と
に
賛
成
で
す
。
 
 

生
き
る
意
欲
を
失
っ
て
い
る
の
に
 
 

苦
痛
に
耐
え
、
人
の
手
を
わ
ず
ら
 
 

わ
せ
な
が
ら
生
き
続
け
る
の
は
草
 
 

す
ぎ
ま
す
」
と
い
う
メ
ー
ル
で
の
 
 

返
事
を
も
ら
っ
た
。
 
 
 

ま
た
、
超
高
齢
患
者
に
対
す
る
 
 

P
E
G
（
経
皮
内
祝
鏡
的
胃
痩
造
 
 

設
術
）
の
適
応
拡
大
に
も
頭
を
悩
 
 

ま
せ
て
い
る
。
財
源
の
問
題
は
考
 
 

慮
に
入
れ
た
く
な
い
が
、
寿
命
と
 
 

同
様
に
有
限
で
あ
る
こ
と
も
確
か
 
 

な
事
実
で
あ
る
。
 
 
 

多
く
の
人
が
納
得
で
き
る
「
天
 
 

命
を
全
う
す
る
医
療
」
と
の
線
引
 
 

き
は
、
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
 
 

い
く
も
の
か
も
L
れ
な
い
。
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植物状態患者の意識回復曲線  
植物状態で退院した84名の頭部外傷患者のその後  

塚本泰：医療と法，1999，尚学社より  

意
識
回
復
の
割
合
 
 

っ
J
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．      退院後り期間（年）  
軋馴血‥注10）より引如 7   

（
U
 
 



VS患者の実体（脳外科71施設、1992，9）  

A施設   C 施 設   全 体   

脳外科へやット数   47．7（平均）   32．2（平均）   36．3（平均）   

PVS患者数   3．2（7．5％）   3．6（11．3％）   3．5（9．5％）   

後方への転送   （56．3％）   （494％）   （51．8％）   

AN日中止経験  3／27（11．5％）   5／44（11．4施）   8／71（11．3施）   

のある施設  

塚本泰：医療と法、1999，尚学社，より   





PVSに対する態度  

1．ANHを差し控える（Withhold or forgo）  

2．ANHを途中で中止する（Withdraw）  

3．ANHを永遠に続ける   











貴方はPVS患者に延命治療をしていますか？  

（延命治療とはANH等を指し、人工呼吸器は除く）  

non－CathoIic（N＝106）  catholic（N＝92）  

A：はい、必ず  

B：条件によっては中止もありうる  

C：いいえ  

D：分らない   

15   



B（中止）の条件  

□cath01ic  

圃non－Catholic  

① ② ③ ④ （9  
① LivingWi”があれば  

② 家族の反対  

③ 患者が高齢なら  

④ ①と②の組み合わせ  

⑤ ①、②、③の組み合わせ  

16   



貴方が植物状態になったら治療を望むか  

B  

A－grOuP   69％  
B－grOuP  

A：yeS， B：nO， C：unknown   

17  
















