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は じ め に

こ の 国 で も 最近 に な っ て よ う や く ， 終末期患者 の
ケ ア に 関心が集 ま る よ う に な っ て き た 。 そ し て よ り
良 い末期医療 を 実現す る た め に い ろ い ろ な 手段が考
え ら れ る 中 で， 不必要 な 延命治療 を 停止 し て安 ら か
に 死 な せ る こ と に ， 社会の注意の眼が注がれ て い る 。
い わ ゆ る 「尊厳死j の問題が広 く 注 目 さ れ る よ う に
な っ て き た の であ る 。 し か し こ の 問題が人々 の 関 心
を 引 き 寄せて い る 一方で， そ こ に 内在 す る 倫理的 問
題が議論 さ れ る こ と は意外 と 少 な い 。 「 尊厳 死 は 良
い こ と だj と い う 社会 的風潮 に押 さ れ て ， 安 易 に 事
を 進 め て し ま う に は ， 本問題 は あ ま り に も 重大 か っ
深刻 な 倫理問題 を 内包 し て い る よ う に 思 わ れ る 。 な
に し ろ 一 人 の 人 間 の 生死がかか っ て い る 問題 な の で
あ る 。

本稿の主 な 目 的 は ， 尊厳死思想 に 含 ま れ る 倫理 的
問題点 を 明 ら か に し ， 治療停止が許容 さ れ る 場合 の
条件 を 提示す る こ と であ る 。 そ う し な が ら 筆者 は こ
こ で， 尊厳死 の真の意味に つ い て も 再考 し て み た い
と 考 え て い る 。 本稿が尊厳死 を め ぐ っ て 悩 む 多 数 の
医療関 係者や患者本人お よ び家 族 に ， 一つ の 指針 を
与 え る も の と な れ ば幸 い で あ る 。

「尊厳死J の概念が生 じ て き た 背景

「尊厳死j が内包す る 問 題 を 考 え て ゆ く 前 に ， こ
の概念の生 じ て き た背景 を 簡単 に み て お こ う 。

「尊厳死J と い う 言葉が生 ま れた の は ま だ最 近 の
こ と であ る が， 一方， 「安 楽 死 」 と い う 言葉 は 古 代
ギ リ シ ャ の 時 代 か ら 存 在 し た 。 「 安 楽 死 」

( euthanasia） と い う 語は も と は ギ リ シ ャ 諾 の E u 

θ α ν α σ t G よ り 来 て お り ， 「 良 い 死 J と か 「安
ら か な 死j を 意味 し て い た 。 「安 ら か に 死 に た い 」
と い う 願望 は 時代や民族の差異 を 越 え て 人類共通の
願 い な の で あ る 。 こ の語が， 病 苦 か ら 患者 を 解 放 す
る た め に毒物 を 投与 し て 死 な せ る 意味で用 い ら れ よ
う に な っ た の は 19世紀 に な っ て か ら であ っ たが， 周
知 の よ う に こ の語 を ナ チ ス ・ ド イ ツ が悪用 し ， 弱 者
の 虐殺 の 口 実 に用 い ら れ る よ う に な っ て 以来， こ の
用語の使用 を め ぐ っ て は ， 絶 え ず強い警戒感がつ き
ま と っ て き た 。 し か し ， 病苦 を 恐れ る 人 々 の願望 に
は 強い も の があ り ， 今世紀初頭 よ り 始 ま っ た安 楽 死
運動 は 戦後 も 着実 に 広 がっ て い っ た 。 こ こ で， 安 楽
死運動 と い う の は ， 主 と し て 安楽 死 の 合法化 を 目 指
す運動の こ と を い う 。 激 し い病苦 に悩 む ひ と に 毒 物
を 投与 し て死 に 至 ら し め て も （ そ れ を 厳密 に は 積 極
的安楽死 と 呼ぶ ） ， 罰 を 受け な い た め の 法律 を 作 ら
せ よ う と い う 運動 な の であ る 。 だが， こ の合法化運
動 は 最近 ま で こ と ご と く 失敗 し ， ご く 一部の 国 を 除
い て ， 現在 も 安楽死 を 合法化 し た 国や 地域 は ほ と ん
ど存在 し な い。

こ の例外的 な ご く 一部の 固 と い う の は ， オ ラ ン ダ
と オ ー ス ト ラ リ ア で あ る 。 ま ず オ ラ ン ダに つ い て 述
べ よ う 。 1993年 1 1 月 わ が 国 の メ デ イ ア は ， ［ オ ラ ン
ダで世界最初 の安楽死法が成立 し たj と セ ン セ ー シ ョ
ナ ル に 報 じ た が， こ れ は 正確 な 表現 で は な か っ た 。
安楽死 を 容認す る 法律が新た に 制定 さ れた の で は な
く ， 安楽死や 自 殺有助 を 禁止す る 刑法 は そ の ま ま に
し て ， 代わ り に遺体処理法 を 改正 す る こ と に よ っ て ，
医師が安楽死 を 実行 し た場合 に 詳細 な事後報告 を さ
せ て ， チ ェ ッ ク し よ う と し た の で あ る 。 事後報告 を
要求 さ れ る 内容 に は ， 患者の病気の経過， 患者 の 意
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思 の有無， 同 僚 の 医 師 と の相談内容， 死 に 導い た 手
段等が含 ま れ， こ の報告 を も と に検察官が起訴か 不
起訴か を 決定す る の であ る 。 こ の場合， 最重要 な の
は患者の意思 で あ り ， そ れが無い場合 に は起訴 さ れ
る 確立が高 く な る も の と み ら れて い る 。

し た がっ て ， 遺体処理法の改正 の真の狙い は ， む
し ろ 先行す る 安楽死 の現実 に 法の歯止め を かけ よ う
と し た も の で あ っ た と す る 見方 も 出 て い る 。 事実 ，
オ ラ ン ダ で は 安楽死が 日 常 の よ う に 行 な わ れ て お り ，
政府 の委託 に よ る 専 門 委員会 （ ヨ ハ ン ・ レ メ リ ン ク
委 員 長 ） が91年 9 月 に ま と め た報告 で は ， オ ラ ン ダ
の最近 の死亡13万 件 の う ち ， 3300件が安楽 死 に よ る
も の で あ っ た と い う 。 こ の う ち 1000件 は 本人 の 意 思
に よ る も の で な か っ た と い う か ら ， 空恐 ろ し さ を 感
じ る 。 （ 読売新聞 ， 93年 7 月 7 日 付 朝 刊 ） だ か ら こ
う し た ケ ー ス で は ， 法改正 の 後 に は 医 師が法的責任
を 問 わ れ る 確立が高 く な る わけ で ， 確 か に 今回 の 法
改正 で は ， 歯止め 的 な 効果 も 期待 で き ょ う 。 し か し
起訴 を 免れ る ケ ー ス で は ， 結 局 ， 法的 に 安楽 死 が容
認 さ れ る と い う こ と に も な り ， こ の意味で は ， 安 楽
死 の合法化が実現 し た と い え な く も な い 。

次 に オ ー ス ト ラ リ ア の場合 を み て み よ う 。 1995年
5 月 に 北部準州 が激論の 末， 安楽死 を 容認す る 「終
末期患者の権利法J を 議会 で可決 し ， 96年 7 月 か ら
施行 さ れた 。 こ の場合に も 当 然の こ と な が ら 容認 の
た め の 条件が厳 し く 定め ら れて い る 。 即 ち ， 1 . 患
者の 自 発的 申 し 出 と 署名 が あ る こ と 。 2 . 対象 は 治
療不能の末期患者 で あ る こ と 。 3 . 主 治 医 の 他 ， 専
門 医 と 精神科医 の 同 意 署 名 があ る こ と ， 等 々 で あ る 。
（ 朝 日 新聞 ， 96年 9 月 27 日 付 朝刊 ） こ れ ら の 要 件 を
満 た し た ケ ー ス で は 法的責任が問 わ れ な い と い う も
の で ， 既 に こ の法律 に よ っ て 安楽死の実施 も 報告 さ
れ た o し か し そ の 後反対派の動 き が活発化 し ， 97年
3 月 に こ の法律 は 連邦議会 に よ っ て ， 結局廃止 さ れ
た 。

こ れ以外の 国 で は ， ア メ リ カ の オ レ ゴ ン 州 が94年
1 1 月 に住民投票で 「 オ レ ゴ ン 州 尊厳 死 法 」 （ 内 容 は
積極的安楽死 に 相 当 す る ） を 可決 し た が， 反対 派が
裁判所 に提訴 し 95年 8 月 に 違 憲 の 判 決が下 っ て ，
こ の 場合 も 合法化は失敗 に 終 わ っ て い る 。

以上 の よ う に 安楽死の合法化 を め ぐ っ て は ， ナ チ
ス の 蛮行 を ヲ ｜ い て く る ま で も な く ， な か な か厳 し い

現実が世界 に は存在す る 。 死苦か ら は解放 さ れ た い
が， い っ た ん こ れ を 認め て し ま う と ， 次 に 何か と ん
で も な い事が起 き て し ま う の で は な い か と い っ た 懸
念が人 々 の 聞 に 根強 く あ る か ら であ ろ う 。 そ れ に 安
楽死運動 は 1970年代 に 入 っ た 頃 よ り ， 延命治療 の 停
止 を 求め る 運動へ と 一部衣替 え を し な が ら 発展 し て
い っ た こ と と も 関係 し て い る こ と だ ろ う 。

こ の 頃 よ り ， 医療の世界 は 延命治療の著 し い進歩
に よ っ て ， 新た な難題に直面 し な ければな ら な く な っ
て い た 。 即 ち ， 生命維持装 置 を 装 着 し 続 け れ ばず っ
と 生 き る こ と に な る 植物状態患者の運命 に 関す る 問
題が生 じ て き た の で あ る 。 日 常生活動作は全面的 に
他者 に 依存 し な け れ ばな ら ず， し か も ， 他者 と の 最
小限の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン も 持て な い ま ま に生 き 続
け る こ と に な る 人 々 の存在。 は た し て そ う い う 状態
で生 き 続 け る こ と が 人 間 の 尊厳 に か な っ た あ り 方 な
の で あ ろ う か。 む し ろ 生命維持装 置 を 外 し ， 自 然、 に
死 な せて や る こ と の 方が人 間 的 な あ り 方 で は な い の
か。 こ う し た 問題意識の も と に ， 「 尊 厳 死 J (death 
with dignity ） や 「 死 ぬ 権 利 J (right to die） と
い っ た概念 も 生み 出 さ れ， こ れ ま での安楽死運動 は
尊厳死運動へ と 一部姿を 変 え て進展 し て ゆ く こ と に
な っ た の で あ る 。

こ こ で尊厳死の 問 題 を 初め て 人 々 に 考 え さ せ る 契
機 と な っ た 出 来事がカ レ ン ・ ク イ ン ラ ン の裁判で、あ っ
た 。 1975年 4 月 ， 21才の カ レ ン は友人の誕生パー テ ィ
で， ジ ン を 飲 ん だ後 に 睡眠薬 を 服 用 し ， 昏睡状態 に
陥 っ た 。 異常体質 であ っ た の だ ろ う か。 運 よ く 一命
は と り と め たが， そ の後植物状態 に な っ て し ま っ た 。
両 親 は 悩 ん だ末， 娘が植物状態で生 き る よ り は 人 間
ら し く 死ぬ こ と を 望み 病 院側 に レ ス ピ レ ー タ ー の
除去 を 求め たが， 反対 さ れて裁判 と な っ た 。 裁 判 は
結局 両親側の勝訴 に 終わ り ， 76年 5 月 に レ ス ピ レ ー
タ ー は 除去 さ れ た 。 し か し 奇跡的 に も カ レ ン は 自 力
で呼吸 を 始め ， 彼女 は こ れ ま で通 り ケ ア を 受 け ， 85
年 に 自 然、 に 息 を 引 き 取 っ た 。

カ レ ン の裁判 は 多数の 人 々 に 強 い イ ン パ ク ト を 与
え る も の で あ っ た 。 カ レ ン の 問 題 で は ， 本人の 意思
が不 明であ っ た こ と に よ り 問題が複雑化 し た と の認
識が生 じ ， そ の 後 ア メ リ カ で は リ ビ ン グ ・ ウ ィ ル
（生前発効の遺言書） を 残す動 き も 活 発化 し て い っ
た 。 こ う し て 1976年 に は世界で初 め て カ リ フ オ ル ニ
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ア 州 で 自 然死法が制定 さ れ る に 至 っ た 。 こ れ は リ ビ
ン グ ・ ウ ィ ル を 柱 に 自 然 な 死 に方への 自 己決定権 を
認 め た も の で ， そ の後 同 種の法律は全米 に 広 がっ て
い っ た 。

こ の尊厳死運動は植物状態患者 ばか り で は な く ，
癌 末期患者の延命治療 の停止 に よ る 自 然 な 死の実現
と い っ た願望 を も 包含 し な が ら 広 がっ て い っ た 。 こ
の背景 に は ， 末期 医療への関心の高 ま り と 共 に ， 末
期患者への過剰 医療がか え っ て安 ら か な 死 を 阻害 し ，
患者の 人 間 性 を 損 っ て い る と い う 厳 し い批判 が存在
し た こ と は い う ま で も な い。 医学の使命は も ち ろ ん
人 々 の生命 を 救 う こ と であ り 延命への努力 は 尊 い
も の で あ る が， 死が避 け ら れ な い 人 々 の最善の 利 益
は も っ と 別 の も の で は な いか。 そ れ を かな え る こ と
も 医療者の任務で な け れ ば な ら な い と い っ た論調が
さ かん に な っ て き た 。 延命の 代 わ り に な すべ き こ と
は苦痛， 特 に痔 痛 の 除去であ る 。 こ れ を し っ か り と
す れ ば， 積極的安楽死等 も 必要で は な く な る 。 こ う
し て 尊厳死運動 は特 に 医療 の 発達 し た先進 国 に お い
て ， 従来の安楽死運動 に と っ て 変 わ る 運動 と し て そ
の裾野 を 広 げて き た の であ る 。

最近のわが国の動向

わが国で も 安楽死問題は昔か ら 人 々 の 関心 を 引 き
寄せて き た 。 文学 （森鴎外 『高瀬舟j 等） で も 取 り
上 げ ら れた り ， 幾つ かの事件 （ 成吉善事件 ， 山 内 事
件等 ） は社会 的 な 注 目 を 喚起 し た 。 し か し 人 々 の 関
心 は今 日 ， わが国 に お い て も 積極的安楽死 か ら 尊厳
死の方へ と 移 っ て き て い る 。 1976年 に 発足 し た 日 本
安楽死協会 も 83年 に 日 本尊厳死協会へ と 名称変更 を
行 な っ て い る 。 こ の協会 は 現 在 ， 「尊厳 死 の た め の
宣言書」 と 名付 け ら れ た リ ビ ン グ ・ ウ ィ ル を 広 め る
運動 を 展 開 し ， 尊厳死の 法政化へ向 け て 活動 を 進 め
て い る 。

そ の 宣言 は 主 に l ， 不治の病で、死期が迫 っ て い る
場合 に は ， 一 切 の 延命措置 を 断る 。 2 ， た だ し ， 苦
痛緩和 の処置 は最大限実施 し て ほ し い。 3 ， 数 カ 月
以上 に わ た っ て 植物状態 に な っ た 時 に は ， 一 切 の 生
命維持措置 を や め て ほ し い等 の 3 つ の骨子 か ら な り ，
こ れ に そ の他 と し て ， 自 分の 望み を 自 由 に書 き 加 え
て い る と い う 。 現在 こ の宣言書 を 持つ会員 が全国 で
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7万5000人 （96年 8 月 現在 ） い る と い わ れ ， 末 期 医
療への 関心が高 ま る 中 ， 尊厳死 を 願 う 人 々 の意気 は
わが国で も 盛 り 上が り を 見せ て い る と 見 る べ き であ
ろ う 。 日 本医師会 の生命倫理懇談会が90年 に ， ま た
日 本学術会議が94年 に 条件付 き で尊厳死 を 容 認 し た
の も ， こ の よ う な世論の 高 ま り を 背景 に し て の こ と
で あ っ た 。

こ の よ う に 尊厳死 の社会的関心は現在高 ま っ て い
る の で あ る が， し か し 尊厳死の 「あ り 方」 を め ぐ る
議論に な る と ， こ の 国 で は こ れ ま で ほ と ん ど高 ま っ
た こ と が な か っ た と い っ て よ い だ ろ う 。 少 し 考 え れ
ば， 「尊厳死J の 中 に も 問 題 は 山 積 し て い る の で あ
る が， た だ， 「延命治療 を や め る の は 善 で あ る J と
い う 主張の も と に ， 煩雑 な 倫理問題は不問 に き れ た
ま ま ， すべてが尊厳死 と い う 美名 の も と に 包み込 ま
れ て し ま う 傾向 に あ っ た し ， 現在 も そ う であ る 。 筆
者 は こ う し た風潮 に 懸念 を 感 じ て い る 。

わが国 で論争が活発化す る 時 と い え ば， た い て い
安楽死 ま が い の 派手 な 事件が発生す る 時であ る 。 最
近 生 じ た 2 つ の事件 に つ い て ， 周知の こ と と 思 う が，
簡 単 に 触れ て お こ う 。

1 つ は東海大事件であ る 。 こ れ は91年 4 月 に 東 海
大付属 病 院 の T 医師が， 昏睡の 末期多発性骨髄腫 の
男 性患者 （52才 ） に ， 家 族 か ら ， 「早 く 家 に 連 れ て
帰 り た いj と 言 わ れ て ， 塩化 カ リ ウ ム を 注射 し 死亡
さ せた と い う 事件で あ っ た 。 事件 は 内部告発 に よ っ
て 発覚 し ， T 医師 は そ の後起訴 さ れ裁判 に な っ た が，
95年 3 月 に横浜地裁は T 被告 に 懲役 2年 ， 執 行 猶 予
2 年の 判 決 を 言 い 渡 し た 。 同 時 に 裁判 長 は こ の 時 ，
安楽死が起訴 を 免れ る た め の 4 つ の要件 を 提示 し た 。
こ れ ら の 4 要件 と は ， l ， 患者 に堪 え難い激 し い 肉
体的苦痛が存在す る こ と 。 2 ， 患者の死が避 け ら れ
ずかっ死期が切迫 し て い る こ と 。 3 ， 苦痛 を 緩 和 す
る た め の方法 を 尽 く し も は や代替手段が無い こ と 。
仁 患者本人が安楽死 を 望 む意思 を 明示 し て い る こ
と 等 々 で あ る 。 （ 朝 日 新 聞 ， 95年 3 月 29 日 付朝 刊 ）
こ れ ら 4 つ の要件が揃 っ た 時 に ， 安楽死 を さ せ た 人
は刑事訴追 を 免 れ得 る の だ と い う 。 し た がっ て ， 事
件 は患者が昏睡で あ っ た こ と か ら ， 第 l 要件が認め
ら れず， かっ 本 人 の 意思 も 不明 で あ っ た た め に 第 4
要件に も 合致せず， 結局安楽死 と は言い難い と い う
こ と で有罪 と な っ た ので あ る 。 だが本事件 の 背景 に
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は ， わが国 の 末 期 医療 の 貧 困 や大学病 院 の 医療体制
等 々 の問題 も あ っ た と し て ， 量刑 は比較的軽い も の
と な っ た 。

も う 一つ は 京北病院事件であ る 。 こ れ は京都の 町
立 国保京北病 院 で ， 96年4 月 27 日 ， 胃 癌 末期 で こ れ
ま た昏睡 に 陥 っ て い た が激 し い痘撃 も 伴 っ て い た48
才の男性患者 に ， 長年患者 を 知 っ て い た と い う 院 長
が患者 の そ う し た状態 と 泣 き 叫ぶ家族の様子 に が ま
ん で き ず， 独断で筋弛緩剤 を 注射 し 死 亡 さ せた と い
う 事件 で あ っ た 。 本件 も 内部告発 に よ っ て 発覚 し ，
現在警察 に よ っ て取 り 調べが行 な わ れ た結果， こ の
件 も そ の後， 起訴 さ れ る に至 っ て い る 。 院長 は 病 院
の 院長職 を 解任 さ れて い る 。

こ れ ら の 2 つ の 事件は厳密 に は安楽死事件 で あ る
と す ら 言 え な い事件であ る が， 共通点 も 多い。 患 者
の 意思が不 明 の ま ま 医師が独断で致死薬 を 投与 し た
と い う 点， し か も 他の 医 師 に 一切 相 談 し な か っ た と
い う 点， 看護婦 の 反対 を 押 し 切 っ た点， 患者が昏睡
状態で苦痛 を 感 じ て い な か っ た と さ れ る 点等 々 で あ
る 。

こ れ ら の共通項 か ら ， わが国 の 医療 の さ ま ざ ま な
問題点が見 え て く る が， と り わ け ， 末期 医療 の 貧 困
や患者の意思 を 不在 に し た ま ま 実施 さ れ る 医療体制
の 問題点が透 け て 見 え る 。 こ れ ら に つ い て事件直 後
に は さ かん に 論 じ ら れ たが いつ も の よ う に 議論 は
数 カ 月 も た た な い う ち に立 ち 消 え と な っ て し ま っ た 。
残 念 な こ と であ る 。

ま し て や ， 治療停止の よ う な 消極的 な 手段 に よ る
死 と な る と ， 前述 し た よ う に ， 際 どい事例 も 論 議 さ
れ ぬ ま ま 見過 ご さ れて し ま う 傾 向 に あ る 。 だがこ れ
で よ い の だ ろ う か。 本稿 で は 主 と し て我 々 の社会 の
日 常的 な 問題 と な っ て き て い る 尊厳死 （ 延命治療 の
停止） に 焦点 を 絞 り ， 今後論議 を 喚起す る 意味で も ，
問題点 を 整理 し て み た い と 思 っ て い る 。

考察の必要 な問題点

1 . 積極的安楽死 に 関 し て
尊厳死の問題点 を 考察す る 前 に ， 積極的安楽死 に

関 し て 簡潔 に 私 見 を 述べて み た し 、。 こ れ は病苦 に 苦
し む 人 を 病苦 か ら の解放 を 願 っ て毒物で死 な せ る こ
と であ る か ら ， 一般の 人 々 の抵抗 は 大 き い 。 厚 生 省
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の 調査で安楽死や尊厳死 に 関心があ る と 答 え て い る
82% の 人 の う ち ， 大多数 は積極的安楽死が認め ら れ
な い と 応答 し て い る 。 （朝 日 新 聞 ， 93年 8 月 5 日 付
朝刊 ） 人 々 の素朴 な 感性 は い っ た ん こ れ を 認め て し
ま え ば， 恐 ろ し い こ と が起 こ り かね な い と ， 直 感 し
て い る の で あ ろ う 。

し か し や む を 得ず許容 さ れ る 場合 も あ る の だ ろ う
か。 東海大事件 の 判 決で示 さ れた 4 要件が揃 え ば許
さ れ る の だ ろ う か。 い や ， こ れ は安楽死 を 許す 場 合
の要件 を 提示 し た も の で は な く ， や む得 な い場合 の
訴追 を 免れ る ぎ り ぎ り の線 を 示 し た も の に す ぎ な い
で あ ろ う 。 だが， こ の 4 つ の要件 を 全部満たす こ と
は現在 き わ め て 困難で、あ る 。 鎮痛医学の発達 に よ っ
て ， 死 な な け れ ば逃れ ら れ な い苦痛 の存在 は現在 ほ
と ん ど無 く な っ た と 言わ れて い る 。 オ ラ ン ダで認め
ら れて い る 精神 的苦痛 も 要件 の 中 に 入れて し ま う と ，
も は や そ れ は安楽死の範囲書 に 入 れ ら れ る べ き も の で
は 無 く な ろ う 。 横浜地裁の要件が苦痛 を 身体面 に 限
定 し て い る の は評価で き る 点であ る 。

ま た ， f本人の意思 の 明示 」 に 関 し で も ， 現 実 に
そ れ を 得 る の は き わ め て 困難であ る 。 こ の意思 は 判
断能力 を 有す る 人 の も の で な け れ ば な ら な い が， 末
期 の 苦 し む 人 に 明断 な 判 断力 は期待 で き な い。 そ う
な る 前 に リ ビ ン グ ・ ウ イ ルで示 し て お く こ と も 可能
で あ る が， 後述す る 予定だが， 事前の意思 に は さ ま
ざ ま な 問題点 も 含 ま れて い る 。 そ れ に そ の 内容が積
極的 な 手段の指示 と な る と 実践す る の に大 き な 抵
抗感 を 伴 う 。

以上 の よ う な 理由 に よ っ て ， 現在， 安楽死事件が
訴追 を 免れ る ケ ー ス を 想定す る の は き わ め て 困難で
あ る 。 末期医療 を 徹底す る こ と に よ っ て ， そ の よ う
な 事件 を 未然 に 防い で ゆ く こ と こ そ 倫理 に かな っ た
あ り かた で あ ろ う 。

2 . 尊厳死 （ 治療停止） に 関 し て
積極的安楽死が許 き れ な い と し た ら ， 不治の患者

に 延命治療 を 停止 し て 自 然 な 死 に 導 く 「 尊 厳 死 」
（ こ の呼称が適切 か否かは後述 す る ） で あ れ ば， 倫
理的 に認め ら れ る の であ ろ っ か。 現在， 多数の 人 々
は不治の病 に 苦 し む病人の延命治療 の 停 止 を ， 「 善
で あ る 」 と 捉 え て い る 。 尊厳死の概念 は既述 し た よ
う に ， 先進国 に お け る 過剰医療 の 反 省 か ら 生 ま れ て



終末期患者の倫理問題

き た も の で あ っ た 。 確か に ， 余命幾ば く も 無 い 人 々
が何本 も の管 を 体 に 挿入 さ れ， 不必要 に 苦 し む姿 を
見 る と ， そ の よ う な あ り 方が 人 間 の尊厳 に 反す る と
い う 見解 は 十 分 に 理解で き る と こ ろ であ り ， 正 し い
認識であ る と い う べ き だ ろ う 。 だが， 世の 中 全体 が ，
「延命治療 を やめ る の は 良 い こ と だ」 と 大 合 唱 し て
い る かの よ う な 最近の わが国の風潮 に 出 く わす と ，
筆者等 は不安 な気持 ち が生 じ て く る の を 押 さ え る こ
と がで き な い 。 「尊厳死」 と い う 美 名 の も と に ， ま
だ回復の可能性の あ る 人の 治療が停止 さ れた り ， 社
会的弱者 と 見 ら れ る 人 々 の死期が調整 さ れ る よ う な
事態が起 こ る と し た ら ， 高齢社会 の こ の 国 の 未 来 は
ど う な っ て し ま う こ と か と 心配 で た ま ら な い の だ。
将 来 に 禍根 を 残 さ ぬ た め に も ， 「 尊 厳 死 j が 内 包す
る 幾つ かの倫理的問題 を 今検討 し て お く こ と は益 の
無 い こ と で は な かろ う 。 筆者 は無駄 な 延命治療 を 停
止す る と い う 線 に は基本的 に 賛成 し な が ら も ， そ れ
に は こ れか ら 述べ る 倫理問題 を 考慮 し な が ら 慎重 に
進め ら れ る べ き であ る と 考 え て い る 。 今後の 議論 の
喚起 を 期待 し て ， こ こ に 幾つ かの間題点 を 提示 し 考
察 し て み る こ と に し よ う 。

1 ） 回復不能期 を め ぐ る 問題
最初 は 回復不能期 を め ぐ る 問題 か ら み て ゆ き た い 。

患者が医学 的 に 回復不能 に 陥 っ た ら ， 延命治療 を 停
止 し て も 倫理 的 に 答め ら れ な い 。 こ の考 え 方 に は 現
在 ほ ぼ社会的 な 合意が存在す る 。 1981年 の 世 界 医 師
会 に お け る 「 リ ス ボ ン 宣言」 や ， 83年 の ア メ リ カ 大
統領委員会の総括 レ ポ ー ト ， ま た80年 の 「安楽死 に
関 す る バチ カ ン 宣言」 で も ， そ れ を 認め る 声明 が 出
さ れて い る 。 だが， い つ の 時点 を も っ て 医学的 な 回
復不能期 と す る か に 関 し て は ， い か な る 詰め も 行 な
わ れて は い な い 。 そ れ は 医 師 の 判 断 に 委 ね ら れて い
る の が現状 だ ろ う 。 し か も ， そ の 判 断が単独 に よ る
場合 も 少 な く は な い。 そ う す る と ， こ こ で個 々 の 医
師の価値観や能力 に左右 さ れ る 場合 も 生 じ て く る こ
と だ ろ う 。 し か し 人 間 の 生死が， こ の よ う な 暖昧 な
基準 に よ っ て 左右 さ れて も よ い の だ ろ う か。 あ き ら
め の早 い 医 師 に よ っ て ま だ生 き ら れ る 生命 の短縮
が行 な わ れ る と し た ら 問題 は重大で、あ る 。 脳 死 の 診
断 に 不可逆性 の 判 定基準があ る よ う に ， 回復不能期
の 医学的基準 も ， 困難 な 問題 は あ る が， 詰 め て お く

必要 は あ る であ ろ う 。 そ し て判 定 に は ， 複数の 医 師
の所見 も 義務付 け る 必要があ る 。

2 ） 通常の治療手段 と 法外 な 治療手段
教皇 ピ オ 12世 は在任 中 ， 「生命 を 維持す る た め に

義務付 け ら れる 手段 は ， あ く ま で も 自 然 な形 を 取 っ
た 通常の手段で な け れ ば な ら な い 。 こ の 通常の手段
に は ， 自 分 と 他者 に対す る い か な る 重大 な 負 担 も 含
ま れ な いJ ' l と い う 有名 な 言葉 を 残 し て い る 。 し か
し こ こ で問題 な の は 「通常」 と 「法外」 を 区 別 す る
尺 度 で あ る が， こ れが実 に 暖昧 に な り やす い と い う
こ と で あ る 。 人 は 自 ら の 欲 さ な い治療 を 「法外」 と
い う 傾向 に あ る し ， こ の 「法外性j は 時代 と 共 に 変
化 し て ゆ く も の であ ろ う 。 ボ ッ ク （ Bok,S） は 法外
性の基準 と し て ， 単 に 死の過程 を 引 き 延 ばす だ け の
も の や ， 実験的 で高価 な 治療等 を あ げて お り ， こ の
基準は ま た ， 患者の 置 か れ た 状況 に よ っ て 変化 し 得
る も の であ る と し て い る 2 ）。

こ の よ う に ピ オ 12世 の指針 は概念 と し て は 有益 で
あ れ， 実際の適用 に あ た っ て は 困 難 を 伴 う も の で あ
る 。 し か し 治療停止 を 考 え て ゆ く 時 に は や は り 考慮
さ れね ばな ら な い問 題 で あ ろ う 。 間 違 っ て も 通常 な
手段が， 患者 を 愛 さ な い家族や経済的 な 困窮 に よ っ
て法外 な 手段 と さ れて は な ら な い。 そ の た め に 医 療
者 は注意の眼 を 常 に 向 けて い る 必要があ る 。

3 ） 蒔痛緩和 に 関 し て
3 番 目 に痔痛緩和 の 問題 を 考 え て み た い 。 末期 患

者 に対す る 捧痛 の緩和 は ， 延命治療 の停止 と 共 に 末
期患者の安 ら かな 日 々 と 死 を 保証す る も の と し て ，
尊厳死 を 実現す る た め の重要 な 柱 と し て提示 さ れて
い る 。 そ し て 末期癌患者の激痛 を 取 る た め に は ， 時
に は ， 薬物の過剰投与 も 必要 と さ れ る こ と があ る か
も し れ な い 。 し か し薬物の過剰投与が間接的 に 死 を
早め る こ と があ る と し た ら そ れ は倫理的 に 許 さ れ
る の で あ ろ う か。

こ の問 題 を 解 決す る た め に は カ ト リ ッ ク 倫理学の
い わ ゆ る 「二重結果の原理J ( principle of double 
effect ） が役 に 立つ こ と だろ う 。 即 ち 二重結 果 の 原
理 と は ， 次の 4 つ の条件下 で の み悪い結果 も 予測 さ
れ る 行為 を な す こ と が許 さ れ る と い う も の で あ る 。
つ ま り 4 条件 と は ， l ， 行為 自 体が善であ る か ， 少

Fhd

 

円ぺU



津 田 愛 子

な く と も 倫理的 に 良 く も 悪 く も な い こ と 。 2 ， 悪 い
結 果が直接意図 さ れて は な ら な い 。 た だ許 さ れ る の
み であ る 。 3 ， 良 い結果 は 悪 い 手段 を 通 し て で あ っ
て は な ら な い。 4 ， 悪い結果が生 じ る の を 許す た め
に は ， そ こ に 釣 り 合 い の 取 れ た 重 大 な 理 由 が無 け れ
ば な ら な い 。 以上であ る 3 ） 。

今， 末期患者の激痛 を 取 る た め に大量 の鎮痛剤 が
投与 さ れた と し て ， こ の 原理 を 適用 さ せて検証 し て
み よ う 。 鎮痛 と い う 行為 自 体 は 善 で あ り ， た と え そ
れ に よ っ て 死が早 め ら れた と し て も ， そ の こ と が直
接意図 さ れた わ けで、 は な く ， 予 見 さ れ る の み で あ り ，
鎮痛の手段 は注射か経 口 薬 に よ る も の で悪 い手段 と
は 言 え ず， 結果 と し て死が早 ま っ た と し て も ， そ れ
と 釣 り 合 っ た重大 な理由があ っ た か ら で あ り ， 大 量
の鎮痛剤の投与 は 倫理的 に 許容 さ れ得 る と い う こ と
に な る 。 だが， 直接 に 意図 す る こ と と 予 見す る こ と
に い か な る 相違があ る の か と い っ た 疑問 も あ り ， 問
題 は 複雑 で あ る 。 も し 薬 物 の 大量投与 に よ っ て死 が
すみや か に 来 る と し た ら そ れ は も は や意図 的 な 範
轄 に 入れ ら れ る べ き であ る と の 見解 も 存在す る 。 そ
の あ た り の識別 は 困難 な 問題 も あ る が， 鎮痛剤 の 問
題 を 考 え る と き に は 十分注意す る 必要があ ろ う 。 だ
が， 現在で は モ ル ヒ ネ は 医師がそ の 使用 法 に 習 熟 す
れ ば， 死 を 早め る こ と な く 鎮痛効果が得 ら れ る と さ
れ て お り ， 医 師 の 知識や技術が確 か な も の で あ る 場
合 に は ， こ う し た倫理問題は起 こ り 得 な い 時代 に な っ
て き て い る 。

4 ） 本 人 の 意思の確認の問 題
安楽死 や 尊厳死の問題で倫理的 に そ の妥当性が最

も 問 わ れ る の は ， 本人の意思が存在する か否か と い っ
た 問題 で あ る 。 既述 し た よ う に ， 積極的安楽死 の 場
合で も 本 人の意思 に よ る も の で あ る 場合 に は ， 起 訴
を 免れ る 場合が多い。 だがこ こ で問題 な の は ， 末 期
状態で 人 間 の 清 明 な 意思 の表示が得 ら れ る か否 か と
い っ た 点であ る 。 積極的安楽死の場合 に は そ れ が き
わ め て 困 難 であ っ た 。 一方， 尊厳死の場合 は ど う か 。
こ の場合， 事態 は前者ほ ど切迫 し て は い な い の で ，
判 断力 を 伴 っ た意思表明 は 可 能 で あ る と も み ら れて
い る 。 し か し そ れで も 心 身 の 平静時 と は異 な り ， 意
思 の確認に は 困 難 を 伴 う 。 そ れ に わが国 に は病 名 告
知の問題 も あ る 。
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だか ら ， 健康時 か ら 自 分の 末期 の あ り ょ う を リ ビ
ン グ ・ ウ イ ル と し て書 き 留 め て お く こ と が推奨 さ れ，
ア メ リ カ で は 多数の州がそ れ を 法制化 し ， 法的 な 有
効性 を 付与 し て い る の であ る 。

し か し こ の リ ビ ン グ ・ ウ イ ル に も 欠点が色々 と 指
摘 さ れて い る 。 人 間 の気持ち は変化 し やす く ， 健康
時 に 考 え た こ と も 末期 に な っ て 変化す る か も し れず，
ま た健康時 に 想像 で書 く こ と が現実の場面で は そ の
ま ま 使用 で き な い こ と も 多 い等であ る 。 そ の た め ア
メ リ カ で は ， リ ビ ン グ ・ ウ ィ ルの 有効期 限 を 5 年 と
し た り ， 末期 と 診断 さ れて も ， 2 週 間 は書類 に 署 名
がで き な い等 さ ま ざ ま な 工夫の跡がみ ら れ る 。 わ が
国 も ， た だ リ ビ ン グ ・ ウ イ ルが必要だ と ア ピ ー ル す
る 時期 を 過 ぎて ， 今 は ， よ り そ の 時 の本 人 の意思 に
近 い 内 容 の も の に す る た め に ， ど ん な 工夫が必要 か
等 の 議論 を す る 段階 に 来 て い る よ う に恩 わ れ る 。 現
行 の 日 本尊厳死協会の宣言書 も 最良 の も の であ る と
は 思 われ な い。 今後 こ の 問題 で も ， 議論の 深 ま り が
必要であ ろ う 。

と こ ろ で， 意思決定 を め ぐ っ て は さ ら に 困難 な 問
題があ る 。 本 人 の 意思が不明 の ま ま 患者が意識を 喪
失 し た場合に は ， 代理意思決定が認め ら れ る か否 か
と い っ た 問 題 で あ る 。 カ レ ン 裁判 や ク ル ー ザ ン 裁 判
が長期化 し た の も こ の 点で争 わ れ た か ら で あ る 。 ア
メ リ カ で は 代理意思決定が認め ら れて い る 州 と 認め
ら れて い な い州があ る が， 認め ら れて い て も 本人 の
最良の利益 の 代弁者 と な る と ， ま た むつ か し い問 題
を 提起 し て い る 。 家族が必ず し も ふ さ わ し い と は 限
ら な い か ら であ る 。

一方， わが国で は こ れ ま で こ の 問題が真剣 に論 じ
ら れて き た こ と は な か っ た 。 医療 に お け る 意思決定
は 本人 を 除外 し て ， 家族 と 医 師の 間 で な さ れ る こ と
が多か っ た た め に ， 患者が判 断能力 を 喪失 し た場合
も ほ と ん ど問題 に な ら な か っ た の で あ ろ う 。 し か し
患者本 人 の 意思が重視 さ れ る 現代， こ の 問題 も 徹 底
的 に 議論 し て詰め て お く 必要があ ろ う 。 意思決定 に
お け る 安易 な 家族 中 心主義は再考 さ れ る 必要があ る 。

5 ） 水分 と 栄養補給の問題
5 番 目 に 考 え て み た い の は ， 末期患者や植物状 態

患者 の 延命治療 の 停 止 に 水分や栄養補給の停止 も 含
め る か否 か と い っ た 問題であ る 。 わが国 で は ， こ の
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問 題 も ほ と ん ど議論 さ れて こ な か っ たが， ア メ リ カ
で は ク ル ー ザ ン 裁判 を 契機 に 活 発 に論議 さ れ る よ う
に な っ た 。

ナ ン シ ー ・ ク ル ー ザ ン の 裁判 で は ， 交通事故で植
物状態 に な っ て し ま っ た娘 の水分， 栄養補給器の取
り 外 し を め ぐ っ て ， 両親側 と 病 院が争 っ た の で あ っ
た が， 連邦最高裁 に ま で行 っ た こ の裁判 は 結 局 両 親
側 の勝訴 に 終 わ っ て ， 栄 養補給器 は 除去 さ れ， ナ ン
シ ー は 死 ん だ の であ っ た 。 植 物 状態 に な っ て 8年 目
の こ と であ っ た 。 本事件 は植物状態患者の死ぬ権利
を め ぐ っ て全米中 に大論争 を 引 き 起 こ し ， 人 々 の 眼
差 し を むつ か し い事例 に お け る 生死の問題へ と 向 け
る の に貢献 し た 。 そ れ ま で 自 然死法 を 持つ ア メ リ カ
の 州 の 多 く は ， 治療停止の 内 容 か ら 水 分 と 栄養補給
の停止 を 除外 し て き たが， ナ ン シ ー 事件 を 契 機 に そ
こ に そ れ ら を 加 え る 州 も 増加 し た と 言 わ れて い る 。
わが国の学術会議の声明 も ， 栄養補給の停止 を 許容
し て い る 。

し か し こ う し た 見解 は は た し て倫理的 に 適切 な の
であ ろ う か。 癌 の 末期患者 に 人工栄養 を 続 け る こ と
が苦痛 に な る 場合 に 限 り ， 栄 養停止 も 許 さ れ る か も
し れ な い。 し か し植物状態 の患者 に栄 養 を 与 え 続 け
る こ と が当 人達 の 苦痛 を 増 強 さ せ る と は と う て い考
え ら れ な い の で あ る 。 そ れ に ， 水分， 栄養補 給 の 停
止 は既述 し た 法外 な 治療手段で も な い。 む し ろ こ れ
ら は最後 ま で続け ら れね ば な ら な い ケ ア の範轄 に 入
る も の であ る と 考 え ら れ る 。 少 な く と も 植物状態 の
患者 に は 最後 ま で水分や栄 養補給 を 断つべ き で は な
い と い う のが筆者の立場であ る 。

6 ） 植物状態患者の 尊厳死 に 関 し て
ナ ン シ ー ・ ク ル ー ザ ン の事例 で は ， 両親 は娘が植

物状態で生 き 続 け る こ と が娘 の 尊厳 に 反す る と 考 え
て ， 裁判 に 訴 え て死 な せ る 道 を 選択 し た の で あ っ た
が， は た し て 本当 に植物状態で生 き 続け る こ と が 人
間 と し て の 尊厳 に 反す る 生 き 方 に な る の だ ろ う か。
中 に は植物状態 を 事前の意思で運命 と 受 け 留 め ， そ
の よ う な状態 に な っ た 時最後 ま で生 き 抜 く 道 を 選ぶ
人 々 も い る 。 た と え 日 常生 活 のすべて に援助が必要
で， 他者 と 言語 に よ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が と れ な
く て も ， そ う し て 生 き 続 け る 人 々 の存 在 に励 ま さ れ
る 人間 は 多 い し ， ま た愛す る 肉 親 に と っ て み た ら ，

言 葉 は 喋 れ な く て も ， 体 を 通 し て気持 ち の交流だ っ
て で き る こ と も あ る の で あ る 。

生命倫理学の領域 に はパ ー ソ ン （ 人格） 論 と 呼 ば
れ る 独特の学説があ り ， そ れ に よ れば， 認識力 や理
性能力 の あ る 人 間 だけが生 き る 権利 を 所有 し て い る
の であ る と い う 。 こ と に ， フ レ ッ チ ャ ー （ Fletcher,
J ） は 子宮 内 の 人 間 以 下 の生命 を 終 わ ら せ る こ と は
倫理的 であ る と し て 中 絶 を 問題外 と し ， 同 様 に 認識
や理性 を 喪失 し た植物状態患者 の生命 を 終わ ら せ る
こ と も 倫理的 に 許 さ れ ね ば な ら な い と 述べ て い る 4 ） 。
エ ン ゲルハ ー ト （ Engelhardt , H .  T. ） の場 合 に は
も う 少 し ト ー ン が柔 ら か く な る が， そ れ で も ， 自 分
が 自 分の 生命 の 質 （QOL） を 低 く 判 断 し た 場 合 に
は 自 殺 は 自 由 で あ り ， 我 々 の 関心 は厳密 な 意味で の
パ ー ソ ン に 向 け ら れ る べ き で あ っ て ， 治療 に 関す る
コ ス ト は恩 恵 （ beneficence） の 義務 に 勝 る も の で
あ る と 断 じ て い る 。 し た が っ て ， QOL の 決定 の た
め の算術 と は ， 治療の成功 の機会 と 結果 の 質 と 生命
の長 さ を 掛 け た も の を コ ス ト で割 る こ と であ る が，
そ の答 え に よ っ て恩恵 を 施す強 さ も 決 ま っ て く る の
で あ る と い う 5 ） 。 つ ま り はQOLの低い状態で生 き て
い て も ， か え っ て 人 間 の 尊厳 に 反す る こ と に な る と
い う のが彼等の考 え 方で あ る 。 QOL と い う 用 語 は ，
概念規定 も な さ れ な い ま ま ， 現在 さ ま ざ ま な 意味 で
用 い ら れて い る が， 時 に は生命の値ぶみ と 結 び付 く
毒 を 含 んだ言葉であ る こ と を 心 し な け れ ばな る ま い 。

理性の存在 は確か に重要で あ る が， そ れだ け が 人
格 を 特徴づけ る も の で も な かろ う 。 人間の存在は も っ
と 神秘の ヴ ェ ー ル に 包 ま れ て い る 。 どの よ う な 生命
で あ れ ， 人 間 の生命 に は 質の 高低等あ る はず も な い 。
治療停止の理由 に ， 生命 の 質が 人 間 以下 に な っ て し
ま っ た と い う 理由が決 し て上 げ ら れで は な ら な い 。
治療停止が倫理的 に 許 さ れ る の は ， 不治の末期患者
だ け で あ り ， 植物状態患者 は 末期 で は な い た め に 決
し て そ の範時 に は 入 ら な い だ ろ う 。 そ れ に ， 人 間 の
脳の機能 に 関 し て は 未 だ不 明 の 点 も 多 く ， 将来 ど ん
な 奇跡が起 こ ら ぬ と も 隈 ら な い の だ 。

以上 の理 由 に よ り ， 筆者は植物状態 の 人 々 の安易
な 尊厳死 に は 反対で あ る 。 た と え 本人の意思が事前
に 明示 さ れて い る 場合で も そ れ は慎重 に 扱 わ れ る
べ き だ ろ う 。 植物状態 の 人 々 に 安易 に 尊厳死が許 さ
れ る よ う に な れば， そ の論理 は 容 易 に 拡大解釈 さ れ，
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痴呆老人等 も そ の対象 と さ れ る 日 がや っ て く る か も
し れ な い。 し か し そ れ は絶対 に 避 け ね ば な ら ぬ線 で
あ ろ う 。 危 険 な 滑 り 坂 を 我 々 は防がねばな ら な い 。

延命治揮の停止が許容 さ れ る た めの倫理的条件

植物状態の患者への 延命治療の停止は容易 に は許
さ れ な い と い う のが筆者の 考 え 方 で あ る が， 末期癌
等の患者の場合 に は ， 以上上 げた問題点が よ く 論 議
さ れ次の条件が守 ら れ る の で あ れ ば， 許 き れ な く も
な い と い う のが筆者 の立場であ る 。 以 下 に 筆 者 の 考
え る 末期患者の延命治療停止 の た め の条件 を 私案 と
し て提示 し よ う 。

1 ま ず， い か な る 手段 を 講 じ て も ， 現代の 医学
で は 回 復 の 見込 み の 無い こ と が医 学 的 に 証 明 さ れ な
け れ ば な ら な い 。 こ れが第 1 条件であ る 。 こ の場 合 ，
既述 し た よ う に ， 回復の不能期 を め ぐ っ て 医学 界 で
共通の基準 を 作成 し て お く こ と が望 ま し い と 思 わ れ
る 。 そ し て 判 定 に は複数の 医 師が当 た る も の と す る 。

2 次 に は ， 延命の た め の 治療 を 続 け れば， 患者
の心身 の苦痛がい っ そ う 増す こ と が予測 さ れ な け れ
ば な ら な い 。 こ れが第 2 条件であ る が， こ の場 合 に
も 複数 の 医 師の判 断が必要で あ る 。

3 第 3 条件 は ， 治療 を 停止す る の は ， 患者 の 人
間性 に 尊敬の念 を 抱 き ど う す れ ばそ の 人 の生命 を 最
も 大切 に扱 う こ と に な る か を 考 え た結果であ っ て ，
間 違 っ て も そ の 人 の QOLが低 く な っ た か ら で あ る
と か， 生 き る に値 し な く な っ たか ら と い う 理由であ っ
て は な ら ぬ と い う こ と で あ る 。

4 第 4 条件 は ， 治療停止 と い っ て も ， 一切 を や
め る こ と であ っ て は な ら ぬ と い う こ と で あ る 。 こ こ
で停止で き る の は積極的 な手段であ っ て， 最期の 日 々
を 充実 さ せ る の に 必 要 な 処置はすべて講 じ ら れ な け
れ ばな ら な い。

5 第 5 条件 は 第 4 条件 と 同 一線上 に あ り ， 治療
が停止 さ れて も 一切 の ケ ア は最期 ま で手厚 く 続 け ら
れ る べ き で あ る と い う こ と であ る 。 こ の 中 に は 当 然 ，
水分 と 栄養補給 も 含 ま れ る 。 最期 の 時 に静脈栄養が
肉 体的苦痛 を 増 す 時 に 限 っ て ， そ の 除去は倫理的 に
許容 さ れ る だ ろ う 。

6 第 6 条件 は ． 意思 決定の前提 と な る 情報が患
者の家族 に は も ち ろ んの こ と ， 何 よ り も 本人 に 与 え

ら れ る べ き であ る と い う こ と で あ る 。 病名告知等 の
困 難 な 問題 も 存在す る が， 可能 な 限 り の情報は こ の
種の決定 に は必須で あ ろ う 。

7 そ し て 最 後 は き わめ て重要な 意思決定 に 関 す
る 条件 で あ る 。 患者本 人 の 明確 な 意思 の存在が前提
と さ れ る 。 そ れ に は リ ビ ン グ ・ ウ ィ ル を 改良 し て ，
実際末期状態 に 入 っ た 時の 意思が最 も 反映 さ れ る よ
う にす る べ き で あ ろ う 。 そ し て で き れ ば， 家族 と 医
療 ス タ ッ フ も そ れ に 同意す る こ と が望 ま し い 。 わ が
国 の精神風土 に あ っ て は ， 合意の形成が重要であ る
か ら で あ る 。 た だ し ， 関 係 者 は 本 人 の 意思 を 最 も 大
切 にすべ き であ る 。

本人が判 断能力 を 喪失 し た場合 に は ， ふだんの 患
者 の 意 思 を 最 も よ く 知 る 人 （ 本 人 と 遺産相続等の 利
害関係が直接無 い 人 が望 ま し い ） を 中心 に ， 関 係者
で話 し 合い合意 を 形成 し た ら よ い 。 た だ し ， そ の よ
う な 人 が得 ら れ な い 時 に は 治療 の停止 を 決め な い
ほ う が患者 の 利益 に か な う だ ろ う 6 ） 。

以上 の 7 つ の 条件が満た さ れ る 場合 に 限 っ て ， 末
期患者 の延命治療 の 停止 は 倫理的 に 認め ら れ る も の
と な ろ う 。 現在， 医療 の現場で家族 と 医師 の 話 合 い
で何 と な く 決 ま っ て し ま う よ う に 思 わ れ る 延命治療
の停止が， 今後 は 以上 の よ う な 条件 下 で慎重 に 進 め
ら れて ゆ く こ と を 希望 し て や ま な い。

お わ り に

以上 主 と し て 尊厳死の概念が生 じ て き た背景 を 安
楽死 と の 関 わ り の 中 で概観 し ， さ ら に そ れが包含 す
る 主 な 倫理問題 と 延命治療 の停止が許容 さ れ る 条件
等 に つ い て 考察 し て み た 。 最後にぜひ と も 一言 だ け
付言 し て お き た い こ と があ る 。 そ れ は ， 「尊厳死J
と い う 呼称 に 関す る 問題 で あ る 。 筆者 は かね て よ り ，
末期患者等 に 治療 を や め て 楽 に 死 な せ る 意味でのみ
こ の 呼称 を 用 い る こ と がは た し て 適切 であ ろ う か と
疑問 に 思 っ て き た 。 な ぜ な ら そ れ以外の死 に 方 は ，
自 ら の 選択 に よ る も の で あ れ， 「 尊 厳 死 J で は な く
な っ て し ま う か ら で あ る 。 筆者 は 人間 の死 は あ る 意
味で， み な 尊厳 に 満 ち た も の と 考 え る 。 かけが え の
無い一個の生命 の終末で あ る 。 そ れが尊厳 に 満 ち て
い な い はずが無 い 。 欧米諸国 で は も は や こ の呼称 は
用 い ら れ な く な り つ つ あ る 。 延命治療の停止 を 中 心
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に 据 え る の で あ れ ば， こ れ も 問題 は あ る が， む し ろ
「 自 然死」 と 呼んだ方が ま だ 良 いの か も し れ な い 。

真 に 「尊厳 に 満 ち た死」 と は ， 死 に 至 る ま で の 生
き 方が む し ろ 問 われ る 事柄 で は な か ろ う か。 良 き 死
の準備 の た め に そ の 人 ら し く 最期 ま で生 き 切 る こ と
こ そ ， 真 の尊厳死への道で は な い の か 。 た と え 延命
治療の 道 を 選 ん で も ， 植物状態で生 き 続 け る こ と を
望 ん だ と し て も ， そ の 人 に与 え ら れた 使命 を 尽 く し
て 生 き 切 り 最期 を 迎 え る の で あ れ ば， こ れ ら は み な
尊厳死 に 値す る も の であ る と 筆者 は 考 え る 。 大切 な
点 は ， 各 自 が 自 分 な り の 生の頂点 （ 即 ち 死 ） を ど う
迎 え る かで あ り ， 自 分の 生命 を 大切 に 人生 の 歩み を
完成 さ せ る こ と こ そ 尊厳 あ る 死への 第 一 の 道で あ る 。
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