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げ
ら
れ
る

。

こ

う
し
た

言
説
も
ま
た
、

脳
死
臓
器
移

植
の

よ

う
な
人

体
を

功
利
的
に
道
具
と

し
て

利
用
し
よ

う
と
す
る
シ

ス

テ

ム

に

お
い

て、

そ
の

本
質
を

隠
蔽
す
る

た

め

に

使
わ

れ

る

言
説
シ

ス

テ

ム

（
「

い

の

ち
の

贈

り

物
」

「

い

の

ち
の

リ

レ

ー
」

）

に

た

や

す
く

取
り

込
ま
れ

て

し
ま

う
。

ま

た
、

「

見
え
や

す
い

弱
者
」

だ

け
を

盾
に

と
っ

て

「

見
え
に

く
い
」

弱

者

を

犠
牲
に
す
る
臓
器
移
植
の

言
説
構
造
そ
れ
自
体
を
批
判
的
に

認
識

す
る

こ

と

な
し
に

は、

一

体
ど

う
し
た

ら

「

弱
者
に

寄
り
添
う
」

こ

と

に

な
る

の

か

も
明
ら
か
で

は

な
い

。

　
こ

の

よ

う
に、

「

い

の

ち
」

を
め

ぐ
る

宗
教
的
言
説
は
、

現
代
に
お
い

て

い

の

ち
の

分
断
・

管
理
・

蹂
躙
が

ど
の

よ

う
な
か

た

ち
で

起
こ

っ

て

い

る

の

か

に
つ

い

て

の

現
実
認
識
と

批
判
的
想
像
力
を

伴
わ

な
い

か
ぎ
り、

い

ま、

こ

こ

で

生

き
る

私
た

ち
の

「

い

の

ち
」

の

可

能
性
を

開
く
も
の

と

は

な
ら

な
い

だ

ろ

う
。

「

い

の

ち
」

を
生
き
き
る
こ

と
の

困
難

　

　
　
僧
侶
の

病
床
訪
問
活
動
か

ら

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

大
河

内
大
博

　
「

い

の

ち
」

の

現
場
の
一

つ

で

あ
る

医
療
現

場
に

お
い

て
、

僧

侶
で

あ

る

筆
者
は

主
に

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

ケ
ア

の

担
い

手
と
し
て

、

臨
床
実
践
の

機

会
を

得
て

き
た

。

そ
れ
は

つ

ま
り

、

宗
教
者
で

あ
る
こ

と
を
全

面
と
せ

ず、

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

ケ
ア

の

提
供

者
と

い

う
立

場
を
と
る

こ

と
が

、

筆

者
に

と
っ

て

も
、

ま
た

活
動
を
許
容

す
る

医
療
者
側
に
と
っ

て

も
、

現
在

の

医
療
現
場
に

お
い

て
、

有
意
義
で

あ
る
点
が
大
き
い

と
い

う
こ

と

で

あ

っ

た
。

　
し

か
し

、

こ

れ
ま
で

活
動
す
る

な
か
で
、

果
た

し
て

宗
教

者
と

し
て

の

視

点
を

極
力
出
さ

な
い

よ

う
に

注
意
し
な

が

ら
の

ケ
ア

が
、

「

い

の

ち
」

の

現
場
に

お
い

て
、

死
に

ゆ

く
こ

と
や

、

死
別
の

苦
し

み
な
ど
と
い

っ

た

．

思
い

通
り
に

な
ら
な
い

命
”

を
生

き
る

患
者
の

苦
悩
や

問
い

へ

の

ケ

ア

と

し
て

十
分
な
も
の

で

あ
っ

た
の

だ
ろ

う
か

。

自
ら
の

反
省
も
込
め

て
、

い

く
つ

か
の

問
題

点
を
指
摘
し
て

み
た

い
。

　

先
ず
一

番
目

に、

医
療
現
場
に

お

い

て
、

ケ

ア

の

対
象
と

な
る

事

象

は
、

客
観
的
に

捉
え
ら
れ
て

か
ら
対
応
さ
れ

る
こ

と
が

多
い

。

だ

が
、

病

や

死
を

意
識
し
た

時
に

持
つ

苦
悩
や
問
い

と

は、

常
に

内
在
す
る

も
の

で

あ
り、

そ
れ

ら

が

表
面
化
さ
れ
て

か

ら

ケ
ア

を
す
る
対

処
的

発
想
で

は
、

不
十
分
な
も
の

と

な
る

。

そ
の

た
め
、

患
者
へ

の

姿
勢
と
し
て
、

患
者
の

苦
悩
や

問
い

の

も
と

に

「

踏
み
込
ん

で

い

く
こ

と
」

を

自
問

す
る

姿
勢
が

求
め

ら

れ
る

が、

そ
れ
を

極
端
に

踏

躇
す
る

傾
向
が

医

療
現
場
に

根
強

い
。

そ

れ

で

は
、

患
者
の

本
当
の

苦
悩
や

問
い

に

目
を

背
け
て

い

る

と
言

わ
ね
ば
な

ら

な
い

。

　
二

番
目

に
、

医
療
的
対
応
に

多
く
見
ら

れ

る

問
題
解
決
型
・

予
防
型
の

発

想
に

、

患

者
の

苦
悩
や
問
い

ま
で

を
も

取
り
込
ん

で

い

る
。

し
か

し、

病
や

死
に

向
き

合
う
こ

と
で

生
じ

る

苦

悩
や

問
い

を
、

他
者
が

取
り
除
こ

う
と

し
た
り

、

そ
れ

ら

が

起
こ

ら

な
い

よ

う
に

し
た
り

す
る

こ

と

は

本
来

出

来
得
な
い

こ

と

で

あ

り
、

「

い

の

ち
」

を
生

き
き

る
こ

と

を
阻
害

す
る

ア

プ

ロ

ー

チ
で

あ
る

と

言
わ

ね
ば
な
ら
な
い

。

　
三

番
目
に、

患

者
の

苦
悩
や

問
い

は
、

整
理
さ
れ
た

言
葉
で

白
発

的
に

発
せ

ら
れ

る
わ

け
で

は

な
い

。

そ

の

た

め
、

患
者
自
身

も
ま
だ

出
会
っ

て

い

な
い
、

混
沌
と
し
た
患

者
の

言
葉
を

紡
い

で

い

く
「

場
」

を

喚
起
し

、

「

対
話
」

し
て

い

く

力
を

も
っ

た
ケ
ア

提

供
者
が
医

療
現

場
に

は

求
め

ら

れ

る

は

ず
で

あ
る

。

そ
の

た

め
に

必
要
な
死

生
観
や
宗

教
的
言

説
を
理

解
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す
る
土
壌
が、

現
在
の

医
療
現
場
に
は

失
わ
れ
て
い

る
。

　

最
後
四

番
目
に

、

患
者
が

直
面
す
る

様
々

な
選
択
の

背
景
に

は
、

人
生

を

総
動
員
し
た

う
え
で

の

決
断
が

あ
る
。

そ
れ
は

決
し

て

医
療

者
の

論
理

に

適
合
す
る

も
の

で

は

な

く、

極
め

て

個
別
的
な
価
値
観
の

も
と
決
断
さ

れ
て

ゆ

く
も
の

で

あ
る

。

そ
の

た
め

、

医
療
者
の

理
屈
で

は

な
く、

人
生

観
な
ど
の

患
者
の

主
観
世

界
に

ま
で

掘

り
下

が

っ

て

自
己
決
定
を
支
え
、

そ
の

選
択
の

証
人
と

な
っ

て

い

く
ケ
ア

提
供
者
が

求
め
ら
れ
て

く
る

は

ず

で

あ
る
が

、

重
要
視
さ
れ
て

い

な
い

。

　

以
上

に

よ

う
に、

医
療
現
場
に

は
、

　
　
（

一
）

患
者
の

苦
悩
や
問
い

を
、

常
に
内
在
す
る

も
の

と
し

て

捉
え

　
　
（

二
）

そ
の

苦
悩
や

問
い

の

ま

ま
に

あ
る
患
者
を

受
け
と
め

　
　
（

三
）

時
に

喚
起
的
に

、

患

者
の

死
生
観
や
宗
教
的
言
説
を

紡
ぎ

　

（
四
）

そ
の

入
生
を
総
動

員
し
た

自
己
決
定
プ
ロ

セ

ス

の

同

伴
と

生
き

　

　
　
　

ざ
ま
の

証
人
と
な
る

こ

と
の

で

き
る

存
在
が
求
め

ら
れ
て

く
る

。

こ

う
し

た
対
話
を
通
し
て
、

患
者
は

た
と

え

不

完
全
で

あ
っ

た
と

し

て

も
、

最
期
ま
で

自
ら

の

力
で

「

生
き

き
る

」

実
感
を

持
つ

の

で

は
な
い

だ

ろ

う
か

。

　

仏
教
は

本
来、

解
決
し
え

な
い

苦
悩
を
も
っ

た
人
間
へ

の

関
心
を

出
発

点
と

し、

苦
悩
の

な
か

で
、

宗
教
的
「

い

の

ち
」

の

視
座
に

生
死

の

根
元

を

差
し

向
け
て

い

く
。

僧
侶
が

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル

ケ

ア

の

担
い

手
と
し
て

医
療
に

関
わ
る

際、

チ

ー

ム

医
療
の
一

員
と

し
て

の

立

場
を

第
一

と
し
つ

つ

も
、

や

は

り
宗
教
者
と
し
て

も
、

患

者
が
「

生
き
き
る
」

た
め
に

、

苦

悩
や

問
い

を
そ
の

ま
ま

受
け
と

め
、

宗
教
的
「

い

の

ち
」

の

視
座
を
含
む

対
話
を
通
し
た
寄
り
添

う
姿
勢
の

必

要
性
を

示
し
て

い

く
役

割
が
あ
る

。

「

選

択
」

か

ら
「

応
答
」

へ

　

　
　
い

の

ち
の

倫
理
に

お

け

る

宗
教
の

役
割

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
空

閑
　
厚

樹

　

私
た

ち
は

「

い

の

ち
」

を
め
ぐ
る

議

論
に

お
い

て、

宗

教
者
か
ら
の

発

言
に

何
を

期
待
し
て
い

る
の

だ

ろ

う
か

。

　

医

療
を

含
む
科
学
技
術
の

急
速
な
進
展
は
私
た
ち
に

新
た

な
倫
理
的
問

題
を
つ

き
つ

け
る

こ

と

に
な
っ

た
。

そ
し
て、

こ

れ
ら
の

問
題
に
対
す
る

明
快
な
解
答
を
私
た

ち
は

持
ち
合
わ
せ

て

お
ら

ず、

混
乱
の

中
に

あ
る

と

い

っ

て

い

い

だ

ろ

う
。

こ

の

よ

う
な

状
況
の

中
で

私
た

ち
が

宗
教
に

期
待

し
て
い

る

の

は
、

確
固

た
る

「

世

界
観
」

の

提
示
で

は

な
い

だ
ろ

う
か
。

宗
教

的
な

教
え

が

提
示

す
る

世

界
観
は
、

私
た

ち
の

人
生
に

意

味
を

与

え、

人
間
の

生
や

死
に

も
意

味
を

与
え
て

く
れ

る
。

こ

の

世

界
観
が

社
会

で

広
く
共
有
さ

れ
て

い

れ
ば、

宗
教

者
の

発
言
は
重
み

を
持
ち

、

私
た
ち

は

医
療
技
術
の

進
展
に

と

も
な
う
新
た
な

倫
理

的
問
題
に

対
し
て

明
快
な

決
断
を
下
す
こ

と

が
で

き
る
だ

ろ

う
。

そ
し
て

こ

れ
は

倫
理
的
ジ

レ

ン

マ

に

対
す
る

「

処
方
箋
」

と

な
り
う
る

。

　

し
か
し

、

世
俗

化
が
進
み

価

値
観
が

多
元
化
し

た

現
代
社
会
に

お
い

て
、

こ

の

よ

う
な
意
味
で

宗
教
に

期
待
を
寄
せ

る

こ

と

は
、

「

な
い

も
の

ね
だ
り

」

と

な
る

可
能
性
が

高
い

。

な
ぜ

な
ら

そ
う
し

た

多
元
的
な
社
会

に

お
い

て

宗
教
的
教
え
は
、

そ

の

宗
教
を

信
仰
す
る

信
徒
に

対
し

て

の

み

影
響
力
を
持
つ

も
の

だ
か
ら

だ
。

ま
た

、

た

と
え

単
一

の

宗
教
が

社
会
の

マ

ジ

ョ

リ
テ

ィ

を

占
め
て

い

て

も
、

い

わ
ゆ

る

工

業
「

先
進
」

諸
国
に

お

い

て

は
、

か

つ

て

は

社
会
的
に

大
き
な

影
響
力
を

持
っ

て

い

た

伝
統
的
な

宗
教
が

多
か
れ

少
な
か
れ
形

骸
化
し

、

「

名
目
上
」

寺
や

教
会
な
ど

に

属

し
て

い

る

に

過
ぎ
な
い

よ

う
な

信
徒
が

増
え
て

い

る

こ

と
を

考
え
れ
ば

、
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