
ま
さ
に﹁
死
の
迎
え
方
の
選
択
﹂。立
法
は
必
要

being

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
イ
ギ
リ

ス
の
ホ
ス
ピ
ス
に
研
修
に
行
っ
た
時
に
最
初
に

言
わ
れ
た
言
葉
で
す
。
何
か
を
す
る
こ
と
で
は

な
く
傍
に
い
る
こ
と
が
大
切
、
と
い
う
意
味
。

「
赤
い
毛
布
」
の
例
を
話
し
ま
す
。
胃
が
ん
の

末
期
で
ホ
ス
ピ
ス
に
入
院
し
て
い
た
若
い
男
性

が
、
真
っ
赤
な
血
を
吐
い
た
。
白
い
シ
ー
ツ
が

赤
く
染
ま
っ
た
。
看
護
師
は
白
い
シ
ー
ツ
に
取

り
替
え
た
け
ど
、
ま
た
血
を
吐
い
た
。
血
圧
も

下
が
り
数
時
間
後
に
は
亡
く
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
時
に
は
シ
ー
ツ
を
取
り
替
え
る
の
で

は
な
く
、
真
っ
赤
な
毛
布
を
持
っ
て
行
っ
て
、

血
で
染
ま
っ
た
シ
ー
ツ
と
彼
を
覆
っ
て
「
傍
に

い
る
か
ら
大
丈
夫
で
す
よ
」
と
向
き
合
う
。
こ

れ
がbeing

の
例
で
す
よ
、
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
、
研
修
医
の
う
つ
、
抑
う
つ
症
状
の

デ
ー
タ
を
紹
介
し
ま
す
。
海
外
で
は
28
・
8
％
、

日
本
で
は
20
％
近
く
が
、
研
修
開
始
後
に
抑
う

つ
症
状
を
訴
え
て
い
ま
す
。
実
は
昭
和
大
学
で
、

あ
る
医
学
生
が
自
ら
命
を
絶
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
を
機
に
私
は
、
カ
ナ
ダ
や
豪
州
、

ア
メ
リ
カ
な
ど
で
勉
強
を
始
め
、
2
0
1
5

年
か
ら
昭
和
大
学
で
セ
ル
フ
ケ
ア
の
教
育
を
開

始
し
ま
し
た
。
今
日
は
そ
の
一
部
を
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
「
ケ
ア
す
る
人
自
身
の
心
の
ケ
ア
」
の
一
つ

と
し
て
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
（
瞑
想
。
今
に
集

中
す
る
こ
と
）
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
あ
る
人

と
言
い
合
い
を
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
の

に
ず
ー
っ
と
引
き
ず
り
、
家
に
帰
っ
て
か
ら
、

そ
の
人
に
対
す
る
怒
り
や
恨
み
に
な
っ
て
き
た
。

そ
の
場
合
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
効
果
を
発

揮
し
ま
す
。
過
去
を
引
き
ず
ら
な
い
、
未
来
に

過
剰
な
心
配
を
し
な
い
。
今
の
あ
る
が
ま
ま
を

受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ

ツ
大
学
ス
ト
レ
ス
低
減
セ
ン
タ
ー
の
ジ
ョ
ン
・

カ
バ
ッ
ト
ジ
ン
教
授
は
、
慢
性
疼
痛
に
効
果
が

あ
る
と
発
表
し
て
い
ま
す
し
、
な
か
な
か
治
り

き
ら
な
い
再
発
う
つ
へ
の
効
果
も
証
明
し
て
い

ま
す
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
、
じ
つ
は
日
本

の
禅
僧
と
の
出
会
い
が
き
っ
か
け
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
が
ん
患
者
さ
ん
へ
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル

ネ
ス
の
効
果
と
し
て
、
①
不
安
・
気
分
の
落
ち

込
み
の
改
善
、
②
睡
眠
、
心
拍
数
、
血
圧
の
改

善
、
③
免
疫
機
能
の
変
化
、
④
Q
O
L
（
生

活
の
質
）
の
向
上
、
⑤
炎
症
関
連
遺
伝
子
の
変

化
、
な
ど
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
を
ま
と
め
ま
す
と
、
落
ち
込
ん
だ
り
不

安
に
な
る
と
「
心
は
今
に
な
い
」
状
態
に
な
り
、

過
去
に
く
よ
く
よ
し
落
ち
込
ん
で
い
く
。
ま
た

未
来
に
対
し
て
は
「
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
ら

ど
う
し
よ
う
」
と
不
安
に
な
る
。
過
去
と
未
来

へ
の
繰
り
返
し
を
止
め
、
今
に
集
中
し
て
生
き

る
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
今
の
コ
ロ
ナ
禍

で
も
、
今
こ
の
瞬
間
の
幸
せ
を
見
つ
け
て
生
き

る
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。「
幸
せ
は
、
今
、

こ
こ
に
あ
る
」
で
す
ね
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス

の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
呼
吸
」
で
す
。
呼
吸
が
乱

れ
る
と
、
心
と
体
も
乱
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

瞑
想
と
か
ヨ
ガ
も
そ
う
で
す
が
、
人
類
は
何
千

年
も
前
か
ら
、
こ
の
こ
と
の
大
事
さ
は
知
っ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス

は
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
特
に
新
し
い
も
の
で

は
な
く
懐
か
し
い
も
の
と
い
っ
て
も
い
い
で
し

ょ
う
。
禅
や
華
道
、
茶
道
、
剣
道
や
柔
道
、
弓

道
な
ど
の
武
道
も
、
も
と
も
と
は
心
の
使
い
方
、

呼
吸
法
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
な
ん
で
す
。
つ

ま
り
目
の
前
に
集
中
す
る
こ
と
。

　

次
に
G
R
A
C
E
に
移
り
ま
す
。G
R
A
C
E

と
は
G（G

athering attention

身
体
感
覚

に
注
意
を
集
中
し
、
呼
吸
を
整
え
地
に
足
を
つ

け
る
）、
R
（R

ecalling intention

意
図

を
思
い
起
こ
す
。
今
、
こ
こ
で
担
っ
て
い
る
役

割
や
目
的
・
動
機
を
意
識
す
る
）、
A

（A
ttuning to self,then other 

自
分
の

身
体
・
感
情
・
思
考
に
波
長
を
合
わ
せ
て
か
ら

相
手
に
波
長
を
合
わ
せ
る
）、C（Considering  

w
hat serves best

真
実
は
知
ら
な
い
と
い
う

態
度
、
白
紙
で
関
わ
る
。
初
心
に
戻
る
）、
E

（Engaging,Ending

ベ
ス
ト
を
尽
く
し
て
終

わ
り
に
し
て
い
く
）と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、

緩
和
ケ
ア
で
、
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
行
く
と
い
つ

も
怒
り
を
ぶ
つ
け
た
り
、「
早
く
死
に
た
い
」

と
い
う
患
者
さ
ん
が
い
る
と
し
ま
す
。
そ
の
時

に
ま
ず
呼
吸
を
整
え
、
地
に
足
を
つ
け
ま
す
。

部
屋
に
入
る
時
に
思
い
起
こ
す
の
は
、
な
ぜ
自

分
は
医
療
者
に
な
っ
て
患
者
さ
ん
と
向
き
合
っ

て
い
る
の
か
を
考
え
、
自
分
の
体
に
波
長
を
合

わ
せ
て
か
ら
相
手
に
合
わ
せ
ま
す
。
そ
し
て
白

紙
で
関
わ
り
ま
す
。
い
つ
も
怒
り
を
ぶ
つ
け
た

り
「
死
に
た
い
」
と
言
っ
た
り
す
る
患
者
さ
ん

で
も
「
今
日
は
違
う
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
う

こ
と
で
、
違
う
展
開
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
終
わ
り
に
す
る
。
終
わ
り
に
し
て
自
分

の
世
界
に
戻
る
に
は
、
手
を
洗
う
と
か
ル
ー
チ

ン
を
設
け
る
こ
と
も
大
事
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

手
を
洗
い
な
が
ら
、
そ
の
日
の
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
も
洗
い
流
す
イ
メ
ー
ジ
で
す
ね
。
こ
れ
ら
は
、

繰
り
返
す
こ
と
で
体
得
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。

特
別
対
談
尊
厳
死
法
制
化
の
展
望

岩
尾
　
今
回
は
「
尊
厳
死
法
制
化
の
展
望
」
と

い
う
テ
ー
マ
で
、
協
会
理
事
の
友
納
理
緒
さ
ん

と
の
特
別
対
談
を
企
画
し
ま
し
た
。
友
納
理
事

は
看
護
師
で
あ
る
と
と
も
に
弁
護
士
で
も
あ
り

ま
す
が
、
一
昨
年
の
協
会
公
益
法
人
化
に
際
し

大
変
な
貢
献
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
協
会
は

2
0
1
7
年
、
内
閣
府
に
公
益
法
人
化
を
申

請
し
た
の
で
す
が
、
却
下
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

を
不
服
と
し
て
行
政
訴
訟
を
提
起
し
た
の
で
す

が
、
友
納
さ
ん
の
活
躍
に
よ
り
、
一
審
二
審
と

も
勝
訴
し
国
側
が
上
告
を
断
念
し
た
こ
と
で
、

2
0
2
0
年
に
協
会
が
公
益
法
人
と
し
て
認

定
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　

当
時
を
振
り
返
り
、
協
会
の
公
益
性
に
つ
い

て
友
納
さ
ん
ら
が
主
張
し
た
こ
と
と
、
東
京
高

裁
の
下
し
た
判
断
に
つ
い
て
話
し
て
く
だ
さ
い
。

友
納
　
こ
の
裁
判
に
つ
い
て
は
、
今
、
岩
尾
理

事
長
か
ら
は
、
私
ど
も
代
理
人
の
活
躍
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
真
の
功
労
者

は
、
こ
れ
ま
で
協
会
の
活
動
に
真
摯
に
取
り
組

み
、
ま
た
賛
同
し
て
下
さ
っ
た
皆
さ
ま
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。
お
か
げ
で
裁
判
で
は
、
常
に
自

信
を
も
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
協
会
の
活
動
や
そ

の
意
義
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
し
、

勝
訴
が
難
し
い
と
い
わ
れ
る
行
政
訴
訟
で
し
た

が
、
こ
ち
ら
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
自

信
が
揺
ら
ぐ
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

裁
判
で
は
、
主
に
、
国
が
不
認
定
処
分
の
際

に
理
由
と
し
た
「
協
会
の
事
業
の
う
ち
、
リ
ビ

ン
グ
・
ウ
ィ
ル
の
登
録
管
理
事
業
を
公
益
目
的

事
業
と
し
て
認
め
る
と
、
医
師
を
治
療
中
止
へ

誘
引
す
る
等
の
悪
影
響
（
法
的
な
不
利
益
）
を

与
え
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

重
大
な
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。

リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
は
、
個
人
の
意
思
の
尊
重

と
い
う
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
終
末
期
医
療
に
お
い
て
医
療
者
が
患
者
の

意
思
を
把
握
す
る
方
法
と
し
て
重
要
な
手
が
か

り
と
な
る
も
の
（
す
な
わ
ち
、
医
療
者
の
た
め

に
も
な
る
も
の
）
で
す
。
こ
の
点
を
誤
っ
た
国

の
見
解
を
そ
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
皆
さ
ま
も
ご
存
じ
の
と
お
り
、

第
一
審
の
東
京
地
方
裁
判
所
も
控
訴
審
の
東
京

高
等
裁
判
所
も
、
不
認
定
処
分
の
取
り
消
し
を

認
め
ま
し
た
。
特
に
高
等
裁
判
所
は
、「
リ
ビ

ン
グ
・
ウ
ィ
ル
は
、
患
者
の
意
思
を
推
定
す
る

た
め
、
ひ
い
て
は
患
者
の
推
定
的
意
思
に
基
づ

く
延
命
措
置
の
中
止
等
に
起
因
す
る
種
々
の
法

的
リ
ス
ク
か
ら
医
師
等
を
守
る
た
め
の
手
段
と

し
て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
得
る
も
の
で
あ

る
」
こ
と
を
認
め
、
そ
の
う
え
で
、「
当
協
会

の
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
の
存
在
に
よ
り
、
医
師

が
遺
族
等
か
ら
無
用
な
責
任
追
及
を
受
け
る
こ

と
を
免
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
結
果
と
し
て
、

終
末
期
医
療
の
治
療
方
針
の
決
定
場
面
に
お
け

る
患
者
の
自
己
決
定
権
が
保
護
さ
れ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。」
と
ま
で
示
し
ま
し
た
。

岩
尾
　
訴
訟
は
ご
夫
婦
（
土
肥
法
律
事
務
所
）

で
対
応
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

友
納
　
は
い
。
夫
と
二
人
で
担
当
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
役
割
分
担
は
、
主
に
、
憲
法
や

公
益
認
定
法
な
ど
の
法
律
の
解
釈
に
つ
い
て
は

夫
が
担
当
し
、
具
体
的
な
事
実
の
あ
て
は
め
に

つ
い
て
は
、
医
学
的
な
知
識
や
経
験
、
臨
床
現

友
納
理
緒 

理
事

岩
尾
總
一
郎 

理
事
長

構
成
／
会
報
編
集
・
郡
司 

武
　
写
真
／
水
村 

孝

尊
厳
死
協
会
の
理
事
で
、「
尊
厳
死
法
制
化
を
考
え
る
議
員
連
盟
」事
務
局
の
裏
方
と
し
て
、

10
年
近
く「
尊
厳
死
立
法
」に
か
か
わ
っ
て
き
た
友
納
理
緒
弁
護
士
。

「
よ
り
個
人
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
と
な
る
よ
う
力
を
尽
く
し
た
い
」と
、

岩
尾
總
一郎
理
事
長
と「
法
制
化
の
展
望
」に
つ
い
て
語
り
ま
し
た
。

意
思
の
把
握
に

重
要
な
手
が
か
り
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場
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
程
度
必
要
で
し
た
の
で
、

私
が
担
当
し
ま
し
た
。
日
ご
ろ
か
ら
、
医
療
訴

訟
な
ど
も
二
人
で
担
当
し
て
い
ま
し
た
の
で
、

役
割
分
担
は
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
裏
話
で
す
が
、
実
は
、
こ
の
裁
判
は
、

国
の
公
益
認
定
不
認
定
処
分
を
司
法
が
取
り
消

し
た
初
め
て
の
ケ
ー
ス
で
、
法
律
上
重
要
な
論

点
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

裁
判
期
日
に
は
、
国
側
は
、
毎
回
、
傍
聴
席
も

合
わ
せ
る
と
約
10
人
程
が
裁
判
所
に
出
頭
し
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
側
は
い

つ
も
、
法
廷
内
は
夫
と
２
人
、
傍
聴
席
の
協
会

の
事
務
局
を
合
わ
せ
て
も
３
～
４
人
ほ
ど
。
弁

護
士
仲
間
に
も
、「
こ
の
裁
判
を
よ
く
２
人
で

対
応
し
た
ね
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
た
だ
先
ほ

ど
の
話
で
は
な
い
で
す
が
、
訴
訟
提
起
前
か
ら
、

協
会
側
の
主
張
に
は
自
信
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

確
か
に
作
業
量
は
多
か
っ
た
で
す
が
、
必
要
以

上
に
悩
む
こ
と
な
く
取
り
組
め
ま
し
た
。

　

あ
と
は
、
定
期
的
に
開
い
て
い
た
だ
い
た
協

会
で
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
も
大
き
か
っ
た
で
す
。

岩
尾
理
事
長
、
当
時
の
青
山
副
理
事
長
、
長
尾

副
理
事
長
が
参
加
し
て
下
さ
い
ま
し
た
が
、
医

学
・
法
学
そ
れ
ぞ
れ
の
お
立
場
か
ら
重
要
な
ご

示
唆
を
い
た
だ
き
大
変
助
か
り
ま
し
た
。
何
よ

り
チ
ー
ム
で
こ
の
訴
訟
に
対
応
し
て
い
る
と
感

じ
ら
れ
た
の
が
良
か
っ
た
で
す
。

岩
尾
　
さ
て
、
本
日
の
法
制
化
の
話
題
で
す
。

協
会
で
は
尊
厳
死
法
制
化
を
求
め
て

2
0
0
3
年
度
か
ら
全
国
運
動
を
展
開
し
、

05
年
6
月
に
は
13
万
8
1
7
6
人
が
署
名
し

た
「
請
願
書
」
を
衆
・
参
両
院
議
長
に
提
出
し

ま
し
た
。
相
前
後
し
て
超
党
派
の
国
会
議
員
か

ら
な
る「
尊
厳
死
法
制
化
を
考
え
る
議
員
連
盟
」

が
設
立
さ
れ
、
7
年
6
月
に
法
律
草
案
「
臨
死

状
態
に
お
け
る
延
命
措
置
の
中
止
等
に
関
す
る

法
律
案
要
綱
（
案
）」
が
発
表
さ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
議
連
は
複
数
回
に
わ
た
っ
て
法
案
を
作

成
し
、
12
年
に
「
終
末
期
の
医
療
に
関
す
る
患

者
の
意
思
を
尊
重
す
る
法
律
案
」
を
発
表
し
ま

し
た
が
、
上
程
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

友
納
さ
ん
は
、
14
年
か
ら
16
年
ま
で
尊
厳
死

法
制
化
議
連
の
事
務
局
長
だ
っ
た
あ
べ
俊
子
衆

議
院
議
員
の
政
策
秘
書
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た

が
、
資
料
作
り
な
ど
の
準
備
を
な
さ
っ
て
い
ま

し
た
ね
。

友
納
　
は
い
。
衆
議
院
法
制
局
の
皆
さ
ん
と
国

会
議
員
の
皆
さ
ん
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
法

律
案
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
条
文
に
し
て
落

と
し
込
む
か
、
ま
た
、
刑
法
な
ど
他
の
法
律
と

の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
の
法
律
に
す

る
か
な
ど
、
何
度
も
話
し
合
い
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

岩
尾
　
諸
外
国
は
終
末
期
の
医
療
に
関
す
る
自

己
決
定
権
を
当
然
の
患
者
の
権
利
と
し
て

L
W
（
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
）
が
法
制
化
さ
れ

て
い
ま
す
（
表
参
照
）。
日
本
で
は
医
療
を
受

け
る
際
の
包
括
的
な
患
者
の
権
利
法
制
定
の
動

き
も
あ
り
ま
す
が
、
終
末
期
に
限
っ
た
医
療
の

自
己
選
択
を
尊
重
す
る
L
W
立
法
に
つ
い
て
、

友
納
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
思
い
ま
す
か
。

友
納
　
私
も
L
W
に
関
す
る
立
法
は
必
要
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。
日
本
に
は
憲
法
が
あ
り
、

そ
の
中
で
定
め
ら
れ
る
基
本
的
人
権
の
１
つ
と

し
て
幸
福
追
求
権
（
憲
法
13
条
）
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
幸
福
追
求

権
は
、
個
人
が
人
間
ら
し
く
生
き
て
い
く
う
え

医
療
の
自
己
選
択
を
尊
重
す
る
L
W
立
法
」

の
是
非
で
す
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
裁
判
例
の
い

う
「
死
の
迎
え
方
な
い
し
死
に
至
る
過
程
に
つ

い
て
の
選
択
権
」「
最
後
の
生
き
方
を
自
分
で

決
め
る
こ
と
」
を
保
障
す
る
も
の
で
す
の
で
、

私
た
ち
の
生
き
方
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
で
す
。

岩
尾
　
過
去
の
事
件
報
道
か
ら
、
終
末
期
に
人

工
呼
吸
器
を
外
し
た
患
者
が
亡
く
な
る
と
医
師

の
責
任
を
問
う
人
が
訴
訟
を
起
こ
し
、
医
療
者

の
行
為
に
対
し
て
違
法
性
の
有
無
が
判
断
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
日
本
の
司
法
は
問
題
が
生
じ
な

い
と
判
断
で
き
な
い
、
あ
ら
か
じ
め
司
法
判
断

を
求
め
る
仕
組
み
が
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ

と
は
、
常
に
医
療
関
係
者
が
、（
民
事
及
び
刑

事
の
）
訴
訟
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
わ
け
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
終
末
期
医
療
の
立
法
は
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。

友
納
　
こ
の
観
点
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
ご
意

見
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
慎
重
な
議
論
が

必
要
だ
と
考
え
ま
す
が
、
重
要
な
の
は
、
リ
ビ

ン
グ
ウ
ィ
ル
や
Ａ
Ｃ
Ｐ
な
ど
に
よ
り
患
者
の
意

思
確
認
が
適
切
に
な
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
意
思
が
最
大
限
尊
重
さ
れ
る
よ
う
な
仕
組
み

を
つ
く
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
の
中
で
、
患

者
の
意
思
を
尊
重
し
て
行
っ
た
医
療
者
の
行
為

の
法
的
な
責
任
な
ど
に
つ
い
て
も
議
論
が
な
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。　

岩
尾
　
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

で
不
可
欠
な
利
益
を
内
容
と
す
る
権
利
で
あ
り
、

憲
法
に
具
体
的
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
権
利
で

あ
っ
て
も
「
新
し
い
人
権
」
と
し
て
憲
法
上
保

障
さ
れ
る
権
利
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
１
つ
が
、
自
分
の
生
き
方
に
と
っ
て
大
切

な
こ
と
、
自
分
の
人
格
的
な
存
在
に
係
わ
る
よ

う
な
重
要
な
こ
と
を
自
分
で
決
め
る
権
利
、
す

な
わ
ち
、「
自
己
決
定
権
」
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、「
自
分
の
生
き
方
に
と
っ
て
大

切
な
こ
と
」
と
し
て
、
身
体
・
生
命
の
処
分
に

関
す
る
事
項
、
例
え
ば
、『
死
ぬ
権
利
』
の
よ

う
な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ

の
死
ぬ
権
利
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
今
の

日
本
で
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
、
有
名
な
裁
判
例
で
す
が
、
横
浜
地

方
裁
判
所
平
成
7
年
3
月
28
日
判
決
（
東
海
大

学
附
属
病
院
事
件
）
の
言
葉
を
借
り
ま
す
と
、

「
治
療
の
中
止
が
患
者
の
自
己
決
定
権
に
由
来

す
る
と
は
い
え
、
そ
の
権
利
は
、
死
そ
の
も
の

を
選
ぶ
権
利
、『
死
ぬ
権
利
』
を
認
め
た
も
の

で
は
な
く
、『
死
の
迎
え
方
な
い
し
死
に
至
る

過
程
に
つ
い
て
の
選
択
権
』
を
認
め
た
に
す
ぎ

な
い
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
横
浜
地
方
裁
判
所
平
成
17
年
3
月
25

日
判
決（
川
崎
協
同
病
院
事
件
）に
お
い
て
も
、

「
終
末
期
に
お
け
る
患
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
は
、

自
殺
や
死
ぬ
権
利
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の
尊
厳
、
幸
福
追
求

権
の
発
露
と
し
て
、
各
人
が
人
間
存
在
と
し
て

の
自
己
の
生
き
方
、
生
き
様
を
自
分
で
決
め
、

そ
れ
を
実
行
し
て
い
く
こ
と
を
貫
徹
し
、
全
う

す
る
結
果
、『
最
後
の
生
き
方
、
す
な
わ
ち
死
の

迎
え
方
を
自
分
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
の
い
わ
ば
反
射
的
な
も
の
』
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

理
事
長
の
お
っ
し
ゃ
る
「
終
末
期
に
限
っ
た

憲
法
で
保
障
さ
れ
る 

「
自
己
決
定
権
」

医
療
者
の
法
的
責
任
に
は

議
論
が
必
要

　7月に行われる参議院選挙に、日本看護
連盟の組織内候補として立候補すること
が決まった友納弁護士は、看護師、保健
師でもあり、「看護師というバックグラウ
ンドを持つ弁護士として、医療や看護な
どの新たな立法も視野に入れて活動して
いきたい」と抱負を述べています。先ごろ、
岩尾理事長が日本看護協会を訪れ、「在宅
看取り」にかかわる体系的な協力のあり
方などを話し合い、友納氏の選挙への支
援を伝えました。

看護協会と体系的な協力

世界の事前指⽰法(制定年) とLW普及率-(⽇本尊厳死協会調べ)
国/地域 法律名(施行年) LW普及率(調査年)

オーストリア 事前指示法(06) －

ベルギー 患者の権利法、安楽死法(02) －

フランス 患者の権利及び生の終末に関する法律(05) －

ドイツ 第3次改正世話人法(09) 860万人：約10%(05)

ハンガリー ヘルスケア法(97) －

イタリア インフォームド・コンセント及び事前指示書に関する規定(18) 1%以下(08)

オランダ 医療措置契約法(95) 61-92歳代10%、20-60 歳代 3%(08)

UK 慣習法、精神能力評価法(05) 僅か

USA 患者の自己決定法(90) 18-30%

スイス 民法改正(01) 5-10％(08)

スペイン スペイン基本法41/ (02) 0.1%=43,668人(女性61%; 男性39 % ) (08).

シンガポール 事前医療指示法(96) ‐

台湾 安寧緩和医療法(00)、患者自主権利法(15) ‐

韓国
ホスピス・緩和医療および終末期患者の延命医療の決定に関す

る法律(16)
‐
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