
医
療
事
故
の
被
害
者
救
済
に

南山法学 29巻 4号 (2006年)111 

関
す
る
研
究

l
i
l
市
民
に
よ
る

「
救
済
判
定
」

の
可
能
性
を
探
る
l
l

は
じ
め
に

研
究
の
背
景

研
究
の
目
的

研
究
の
方
法

5

研
究
の
経
過
と
結
巣

ω
「
設
例
そ
の

1
」
に
つ
い
て

ω
「
設
例
そ
の

2
」
に
つ
い
て

6

考

察
ω
市
民
の
自
主
的
参
加
の
可
能
性
に
つ
い
て

ω
市
民
に
よ
る
判
定
会
の
可
能
性
に
つ
い
て

2 3 4 

加

藤
増

田

奥
休
場

良

夫

/

町

子

/

酒

之

雅聖

印
判
定
の
結
果
に
つ
い
て

川
開
設
問
的
の
説
明
役
と
司
会
進
行
役

7

結

語

資
料
I

資
料
2

資
料
3

資
料
4

資
料
5

資
料
6

資
料
7

模
擬
判
定
会
参
加
依
頼
状

燦
擬
判
定
会
実
施
要
領

模
擬
判
定
会
の
た
め
の
終
説

核
問
批
判
定
会
当
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

設
例
そ
の

1

設
例
そ
の
2

ア
ン
ケ
ー
ト

井村

美泰

静貴



112 

は

じ

め

に

(
I
)
 

今
回
の
研
究
に
先
立
ち
、
ニ

O
O三
年
九
月
に
は
市
民
八
名
の
参
加
合
得
て
模
擬
判
定
会
を
パ
イ
ロ
ッ
ト
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
行
っ
て
い
る
。

こ
の
研
究
は
、
南
山
大
学
の
ニ

O
O四
年
度
パ
ツ
へ
研
究
奨
励
金
「
了
A

こ
の
支
援
を
受
け
て
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
二

O
O鴎
年
(
平
成
一
六
年
)
七
月
二
一
日
に
は
南
山
大
学
法
学
部
の
教
員
有
志
九
名
の
協
力
を
得
て
法
学
者
に
よ
る
模
擬
判
定
会
を

実
施
し
、
貴
重
な
意
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
二

O
O四
年
(
平
成
一
六
年
)

一
一
月
一
四
日
に
は
、
南
山
大
学
河
窓
会
の
協
力
を
得
て
、
卒
業
生
有
志
に
よ
る
模
擬
判
定
会
を
実
施

し
た
。
こ
の
論
考
は
、
上
記
の
二
回
の
試
み
の
緩
線
も
参
考
に
し
つ
つ
こ
の
判
定
会
の
模
様
を
伝
え
、

そ
の
成
果
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
ご

協
力
い
た
だ
い
た
各
位
に
深
く
感
謝
し
た
い
。

2 

研

究

の

背

景

医
療
に
は
光
(
医
療
の
力
に
よ
っ
て
疾
病
が
治
癒
し
て
健
康
そ
取
り
戻
す
等
医
療
の
功
の
商
)
と
影
(
医
療
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
生
命
・
健
康
を
損
な
う

な
ど
の
害
の
弱
)
が
存
在
す
る
。
影
の
部
分
の
中
に
は
、
医
療
者
の
過
誤
の
あ
る
ケ
!
ス
も
あ
れ
ば
、
医
療
行
為
に
起
因
し
て
い
る
も
の
の
過
誤

の
な
い
ケ

i
ス
も
含
ま
れ
る
。
裁
判
で
医
療
者
に
医
療
過
誤
の
あ
っ
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
た
ケ

i
ス
で
は
、
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
と
し

の
た
め
、
原
告
側
(
被
答
者
側
)
が
勝
訴
し
て
損
害
賠
償
ぞ
得
る

(
2
)
 

こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
は
過
失
の
ご
応
の
推
定
」
を
す
る
等
し
て
被
害
者
の
救
済
伝
殴
ろ
う
と
し
て
き
で
い
る
。

て
も
、

い
わ
ゆ
る
「
一
一
一
つ
の
援
(
専
門
性
の
壁
、
密
室
性
の
壁
、
封
建
制
の
境
)
」

一
方
、
医
療
者
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
自
分
が
行
っ
た
医
療
行
為
の
結
果
、
患
者
に
著
し
く
意
外
な
結
果
が
生
じ
、

い
か
に
も
患
者
が
気
の
毒

で
あ
る
と
い
う
思
い
を
抱
く
症
例
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ

i
ス
で
は
、
医
師
ら
に
過
失
が
な
け
れ
ば
賠
償
は
一
切
認
め
ら
れ
ず
、
過
失
が



認
め
ら
れ
た
ケ
!
ス
と
そ
う
で
は
な
い
ケ

i
ス
と
で
は
医
療
行
為
に
起
因
し
た
被
害
の
実
情
に
は
違
い
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
経
済
的
な
面
で

は
大
き
な
差
が
生
ず
る
結
果
と
な
る
。

そ
こ
で
、
過
失
を
要
件
と
す
る
「
損
害
賠
償
」
と
は
異
な
る
無
過
失
の
場
合
の
「
損
失
補
償
」

(
3
)
 

の
制
度
の
導
入
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

医
療
事
故
に
関
し
、
無
過
失
補
償
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
被
害
救
済
を
浮
く
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
事
故
の
再
発
防
止
を
図

(
4
)
 

る
と
い
う
点
で
も
、
さ
ら
に
は
医
療
者
の
医
療
事
故
に
伴
う
精
神
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
と
い
う
点
で
も
よ
い
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
補
償
合
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
被
害
が
医
療
行
為
に
起
閤
し
た
も
の
と
判
定
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
判
定
が
科
学
的

に
厳
格
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
補
償
さ
れ
る
事
例
は
著
し
く
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
医
療
行
為
に
起
因
し
て
い
る
か
ど
う

〔研究ノート〕医療事故の被害者救済に関する研究

か
を
判
判
定
す
る
場
面
で
も
、
補
償
す
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
場
面
で
も
、
通
常
人
の
目
か
ら
見
て
「
著
し
く
意
外
な
結
果
が
生

じ
、
い
か
に
も
気
の
毒
な
結
果
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
要
素
は
欠
か
せ
な
い
o

H

般
通
常
人
H

の
素
朴
な
「
市
民
感
覚
」
に
依
拠
し
て
安
定

的
に
判
定
が
で
き
る
か
の
ど
う
か
、
ブ
レ
は
生
じ
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
感
情
に
流
さ
れ
て
す
べ
て
の
事
例
に
つ
い
て
補
償
す
べ
し
と
い
う
結
果

に
な
ら
な
い
か
ど
う
か
そ
実
証
的
に
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

刑
事
裁
判
へ
の
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
市
民
参
加
の
方
向
性
は
今
後
多
方
面
で
拡
大
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
研

究
に
よ
っ
て
、
市
民
参
加
の
成
果
を
高
め
て
い
く
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
留
意
す
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
際
の
ヒ
ン
ト
を
得
る

(
5
)
 

こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
考
え
た
。

3 

研

究

の

目

的

113 

こ
の
研
究
は
、
医
療
事
故
の
被
害
者
に
対
す
る
補
償
制
度
を
想
定
し
た
上
で
、

実
証
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

そ
の
純
度
の
ず
ー
で
の
市
災
に
よ
る
「
救
済
判
定
」

の
可
能
性
全

具
体
的
に
は
、
医
療
事
故
の
う
ち
医
療
者
に
は
過
失
の
な
い
事
例
に
つ
い
て
、
参
加
し
た
市
民
が
合
議
し
て
被
害
者
に
対
し
て
補
償
す
る
か
し



な
い
か
を
判
定
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
観
察
し
、
市
民
に
よ
る
救
済
判
定
の
可
能
性
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
合
わ
せ
て
、
市
民
が
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短
時
間
の
中
で
補
償
と
賠
償
の
違
い
を
十
分
理
解
で
き
る
か
、
自
分
た
ち
に
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
を
認
識
し
た
上
で
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
か
、

そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
集
約
し
て
い
く
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
工
夫
が
必
要
か
等
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

4 

研

究

の

方

法

至
昭
和
五
五
年
度
卒
業
生
の
う
ち
か
ら
(
問
O
歳
以
上
と
し
た
趣
旨
は
、
簡
易
裁
判
所
の
調
停
委
員
の
年
齢
構
成
も
念
頭
に
霞
き
つ
つ
、
そ
れ
ま
で
の
人

南
山
大
学
同
窓
会
の
協
力
を
得
て
、
卒
業
生
名
簿
な
借
用
し
、
年
齢
が
四

O
歳
を
過
ぎ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
昭
和
六
一
年
度
卒
業
生
乃

生
経
路
線
を
踏
ま
え
て
、
よ
り
分
別
を
も
っ
て
物
撃
を
考
え
ら
れ
る
年
鈴
で
は
な
い
か
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
パ
イ
ロ
ッ
ト
ス
タ
デ
ィ
で
七

O
歳
以
上

の
参
加
者
に
つ
い
て
は
理
解
の
点
で
少
し
問
題
を
感
じ
た
。
そ
の
た
め
、
今
回
は
四

O
歳
か
ら
四
五
歳
を
中
心
に
実
行
し
た
い
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
。
な

ぉ
、
実
際
に
は
三
九
歳
か
ら
五

O
歳
〔
同
窓
生
の
代
理
で
そ
の
夫
の
方
〕
ま
で
の
年
齢
幅
が
あ
っ
た
)
、
法
学
部
の
卒
業
生
は
除
き
(
こ
れ
は
法
的
な
判
断

に
な
る
べ
く
引
き
ず
ら
れ
て
欲
し
く
な
い
と
い
う
患
い
に
よ
る
)
、
南
山
大
学
に
比
較
的
近
い
名
古
屋
市
内
に
住
所
地
の
あ
る
方
々
ぞ
対
象
に
協
カ
を

依
頼
す
る
手
紙
を
ニ

O
O四
年
一

O
月
六
日
と
一
一
一
日
に
送
付
し
た
。
(
資
料
1
)

な
お
封
書
の
中
に
は
、
「
資
料
1
」
の
手
紙
文
の
他
に
「
模
擬
判
定
会
実
施
要
領
」
(
資
料
2
)
、
『
南
山
』
第
一
四
九
号
六
ぺ

i
ジ
(
「
私
の
研
究
」

参
加
す
る
旨
の
返
信
の
あ
っ
た
方
々
に
「
医
療
被
害
妨
止
・
救
済
セ
ン
タ
ー
」
構
想
に
つ
い
て
記
し
た
『
医
療
被
害
を
防
止
し
被
害
者
を

(
6
)
 

救
済
す
る
シ
ス
テ
ム
を
作
り
た
い
』
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
事
前
送
付
し
た
。

の
記
事
)
、
中
日
新
開
平
成
九
年
九
月
三

O
日
付
夕
刊
(
特
報
機
で
セ
ン
タ
i
構
想
を
報
ず
る
も
の
)
及
び
返
信
用
葉
蓄
を
同
封
し
た
。

ベノー“

趣
旨 (3)

平
成
一
六
年
一
一
月
一
四
日
(
日
)
午
前
一

O
時
か
ら
、
市
民
判
定
員

名
に
簡
単
に
自
己
紹
介
を
し
て
い
た
だ
い
た
後
、
判
定
会
の

や
り
方
に
つ
い
て
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
。
(
資
料
3
)

(4) 

午
前
中
に
調
査
員
役
の
弁
護
士
か
ら
「
設
例
そ
の

1
」
に
つ
い
て
説
明
し
、
各
判
定
員
か
ら
設
例
の
内
容
に
つ
い
て
の
質
問
を
受
け
て
意



見
を
出
し
て
も
ら
い
、
最
終
的
に
各
自
が
設
例
に
つ
い
て
補
償
す
る
か
し
な
い
か
の
結
論
争
}
順
次
口
頭
で
述
べ
、
判
定
会
と
し
て
の
結
論
を
出
し

て
も
ら
う
。
(
資
料
5
)

午
後
も
「
設
例
そ
の

2
」
に
つ
い
て
陪
様
の
方
法
を
と
り
、
判
定
会
と
し
て
の
結
論
を
出
し
て
も
ら
う
。
(
資
料
6
)

(6) (5) 

判
定
会
に
参
加
さ
れ
た
方
々
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
市
民
に
よ
る
救
済
判
定
に
関
す
る
意
見
を
開
く
。
(
資
料
7
)

判
定
会
の
模
様
を
ビ
デ
オ
に
収
録
す
る
と
と
も
に
音
声
か
ら
詳
細
な
議
事
録
を
作
成
し
、

そ
れ
を
分
析
検
討
す
る
。
(
あ
わ
せ
て
法
学
部

教
員
有
志
に
よ
る
判
定
会
の
結
果
等
も
参
照
し
、
可
能
な
範
囲
で
比
較
検
討
す
る
。
)

〔研究ノート]医療察放の被答者救済lこ隣する研究

5 

研
究
の
経
過
と
結
果

「
設
例
そ
の
1
」
に
つ
い
て

「
設
例
そ
の

1
」
(
資
料
5
)
は
、
扶
養
家
族
の
あ
る
ヘ
ビ

l
ス
モ

l
カ
!
の
男
性

C
が
心
筋
梗
塞
の
診
断
の
た
め
心
臓
カ
テ
!
テ
ル
検
査
を
受

け
、
そ
の
検
査
中
に
事
故
が
発
生
し
死
亡
し
た
と
い
う
例
で
あ
り
、
心
臓
カ
テ

i
テ
ル
検
交
で
は
ど
ん
な
に
腕
の
よ
い
人
が
ベ
ス
ト
を
尽
く
し
て

も
一
万
人
に
一
人
く
ら
い
の
確
率
で
死
亡
す
る
と
い
う
前
提
(
仮
定
)
で
検
討
し
て
も
ら
う
も
の
で
あ
る
。

ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
男
性
が
心
筋
梗
塞
の
リ
ス
ク
が
高
い
と
さ
れ
る
ヘ
ビ

1
ス
モ

l
ヵ
ー
で
あ
り
、
か
つ
血
管
内
に
コ
レ
ス
テ
ロ

i
y
が
た
ま

り
や
す
い
高
脂
血
症
で
あ
る
と
い
う
要
素
に
つ
い
て
補
償
す
る
か
ど
う
か
の
場
面
で
ど
う
評
価
す
る
か
、
ま
た
一
万
人
に
一
人
の
死
亡
率
を
ど
う

評
価
す
る
か
で
あ
る
。

判
定
会
に
お
い
て
は
、
死
亡
し
た
男
性
C
の
家
族
は
、
検
査
を
受
け
る
前
の
時
点
で
一
万
人
に
一
人
の
確
率
で
死
亡
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
つ

て
い
た
の
か
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

C
だ
け
が
事
前
に
説
明
を
受
け
て
い
た
と
い
う
前
提
で
検
詑
し
て
も
ら
っ
た
。

ま
た
、

C
は
自
分
が
高
脂
胤
症
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
と
い
う
質
問
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
認
識
は
あ
っ
た
と
い
う

115 

前
提
で
検
討
し
て
も
ら
っ
た
。



そ
し
て
、
造
影
剤
は
有
毒
か
と
か
、
家
族
に
知
ら
せ
ず
検
査
に
入
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
病
院
側
に
落
ら
度
は
な
い
の
か
、
必
要
な
検
査
だ
っ
た

116 

の
か
、

そ
の
日
に
検
査
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
緊
急
性
が
あ
っ
た
の
か
な
ど
の
質
問
が
出
さ
れ
た
。

次
に
、
賠
償
額
と
補
償
額
と
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
く
る
の
か
、
補
償
の
水
準
そ
ど
う
考
え
る
か
、
特
に
扶
養
家
族
全
沢
山
抱
え
て

い
る
か
ら
補
償
す
る
金
額
を
プ
ラ
ス
し
た
り
、

ヘ
ビ

i
ス
モ

l
ヵ
ー
で
あ
っ
た
か
ら
金
額
を
下
げ
た
り
す
る
の
か
、
例
え
ば
、

C
の
遺
族
が
生
活

に
全
く
隈
ら
な
い
ほ
ど
の
大
金
持
ち
だ
っ
た
ら
補
僕
を
し
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
意
見
等
が
出
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
「
大
変
気

の
毒
か
ど
う
か
」
と
い
う
よ
り
も
「
社
会
的
に
サ
ポ
ー
ト
(
生
活
支
援
)
が
必
要
か
ど
う
か
」
を
判
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
出
さ

れ、

C
の
家
族
が
働
き
口
密
見
つ
け
て
生
活
が
安
定
す
る
ま
で
の
つ
な
ぎ
の
補
償
と
い
う
こ
と
に
言
及
す
る
意
見
も
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
判
定

会
で
は
「
補
償
す
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
点
と
、
「
補
償
水
準
を
ど
の
程
度
に
す
る
か
」
と
い
う
こ
つ
の
点
を
分
け
て
判
定
し
て
は
ど
う
か
と
い

う
意
見
も
出
さ
れ
た
。

各
判
定
員
に
「
設
例
そ
の

1
」
に
つ
い
て
補
償
を
す
る
か
ど
う
か
の
最
終
的
な
結
論
争
}
求
め
た
と
こ
ろ
、
検
査
で
亡
く
な
る
と
は
誰
も
忠
わ
な

し

一
万
人
に
一
人
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
補
償
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
補
償
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
不
況

下
の
財
源
を
考
え
見
舞
金
と
す
る
意
見
か
ら
賠
償
金
に
近
い
額
を
念
頭
に
お
く
意
見
ま
で
相
当
の
聞
き
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
た
。

(2) 

「
設
則
的
そ
の
2
」
に
つ
い
て

「
設
例
そ
の

2
」
(
資
料
6
)
は
、
扶
養
家
族
を
有
す
る
四

O
代
の
男
性
A
が
視
神
経
の
周
り
に
良
性
の
悩
腫
療
が
で
き
、
「
放
置
す
る
と
長
く

て
五
年
の
う
ち
に
両
目
と
も
失
明
す
る
。
腫
蕩
を
き
れ
い
に
取
り
除
け
ば
失
明
は
回
避
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
手
術
に
は
ベ
ス
ト
を
尽
く
し
て

も
、
手
術
に
よ
っ
て
直
ち
に
雨
宮
と
も
失
明
す
る
可
能
性
が
一
一

O
%あ
る
」
と
い
う
説
明
を
開
聞
い
た
上
で
手
術
を
受
け
、
そ
の
結
果
両
目
と
も
失

明
し
た
と
い
う
例
で
あ
る
。

こ
の
設
例
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
放
置
す
れ
ば
五
年
以
内
に
荷
自
と
も
失
明
す
る
と
い
う

A
の
悩
騒
療
を
ど
う
評
価
す
る
か
、
手
術
す
る
と
こ

O
%

の
割
合
で
直
ち
に
失
明
す
る
危
険
が
あ
る
と
い
う
説
明
ぞ
開
い
て

A
が
手
術
を
受
け
た
こ
と
を
ど
う
評
価
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。



判
定
会
に
お
い
て
は
、
手
術
以
外
の
方
法
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
っ
た
質
問
や
社
会
保
障
の
水
準
に
関
す
る
質
問
が
出
さ
れ
た
ほ
か
、

A
さ
ん

は
す
べ
て
を
理
解
し
た
上
で
手
術
を
受
け
た
の
だ
か
ら
「
被
害
者
」
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
か
、

A
さ
ん
に
と
っ
て
は
意
外
な
結
果
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
と
か
、
手
術
に
伴
う
失
明
の
リ
ス
ク
が
二
%
く
ら
い
な
ら
補
償
し
て
も
よ
い
と
か
、

セ
ン
タ
ー
の
財
源
の
豊
か
さ
に

よ
っ
て
補
償
で
き
る
レ
ベ
ル
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
等
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

意
見
交
換
の
後
に
各
判
定
員
の
最
終
的
な
結
論
ぞ
求
め
た
と
こ
ろ
、
見
舞
金
的
な
水
準
の
補
償
も
含
め
る
と
補
償
す
る
方
向
の
判
定
員
が
五
名

に
対
し
、
補
償
し
な
い
方
向
の
判
定
員
が
八
名
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。
補
償
を
し
な
い
と
い
う
立
場
の
人
の
中
に
は
、
金
銭
に
よ
る
補
償
は
し

な
く
て
も
相
談
を
充
実
さ
せ
、
資
格
取
得
の
手
助
け
等
の
サ
ポ
ー
ト
を
提
案
す
る
意
見
も
あ
っ
た
。

〔研究ノート〕医療事故の被害者救済に関する研究

考

察

6 

)
 

1
 

(
 
市
民
の
自
主
的
参
加
の
可
能
性
に
つ
い
て

A
7
閉
の
研
究
で
は
、
荷
山
大
学
の
卒
業
生
に
協
力
を
婆
諒
し
た
。
五
一
二

O
通
の
手
紙
の
送
付
に
対
し
、
転
居
先
不
明
で
一
反
っ
て
き
た
も
の
が
六

八
通
あ
り
、
参
加
の
回
答
が
あ
っ
た
の
は
一
五
名
(
約
一
一
一
%
)
で
あ
っ
た
。
(
判
定
会
当
日
前
に
辞
退
す
る
人
と
当
日
の
欠
席
者
が
各
一
名
あ
っ

て
一
一
二
名
で
判
定
会
を
行
っ
た
。
)

判
定
会
の
呼
び
か
け
主
体
が
母
校
で
あ
る
南
山
大
学
の
専
任
教
員
で
あ
る
点
で
信
頼
性
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
判
定
会
の
内
容
の
な
じ
み
の
な

さ
、
あ
る
指
定
さ
れ
た
臼
曜
日
を
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
て
依
頼
を
し
た
こ
と
(
交
通
費
の
笑

費
相
当
分
と
お
弁
当
が
提
供
さ
れ
る
だ
け
で
、
臼
当
等
は
一
切
支
給
さ
れ
な
い
)
等
の
事
情
か
ら
、
参
加
者
は
限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
(
な
お
本
研
究
に
先
立
つ
パ
イ
ロ
ッ
ト
ス
タ
デ
ィ
で
は
、
有
権
者
名
簿
に
基
づ
き
、
「
医
療
被
害
防
止
・
救
済
シ
ス
テ
ム
の
実
現
を
め
ざ
す

117 

会
」
〔
仮
称
〕
準
備
室
か
ら
依
頼
状
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
参
加
の
回
答
は
約
一
一
%
で
あ
っ
た
。
)

市
民
に
よ
る
判
定
と
い
う
作
業
に
関
す
る
限
り
、
あ
る
日
曜
日
に
自
主
的
に
こ
の
よ
う
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
参
加
の
呼
び
か
け
を
し
た
時



に
、
そ
れ
に
応
じ
て
頂
け
る
方
は
概
ね
ニ

1
三
%
程
度
と
考
え
ら
れ
る
。
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ま
た
、
今
回
参
加
し
た
人
た
ち
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
よ
る
と
、
今
回
の
企
画
に
参
加
し
た
理
由
と
し
て
、
模
擬
判
定
会
と
い
う
こ
と

に
興
味
が
あ
っ
た
と
い
う
人
が
七
名
、
社
会
的
に
意
義
の
あ
る
こ
と
な
の
で
参
加
し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
人
が
西
名
、
も
と
も
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
関
心
が
あ
っ
た
と
い
う
人
が

一
名
、
医
療
に
関
心
が
あ
っ
た
と
い
う
人
が
三
名
(
以
上
複
数
回
答
あ
り
)
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
市
民
に
よ
る
判

定
の
制
度
が
で
き
た
と
し
て
求
め
ら
れ
れ
ば
参
加
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
五

1
六
年
に
一
度
く
ら
い
な
ら
市
民
判
定
会
に
参
加
で
き
る
と

い
う
回
答
が
九
名
、

一
生
に
一
度
く
ら
い
な
ら
参
加
で
き
る
と
い
う
回
答
が
二
名
で
そ
の
他
が
二
名
で
あ
っ
た
。
日
当
を
出
し
た
ほ
う
が
よ
い
か

ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

八
名
が
目
当
は
い
ら
な
い
と
毘
答
し
、
五
名
、
か
日
当
は
出
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
回
答
し
て
い
る
(
金
額
を
刷
例
示
さ
れ
た
の

は
三
千
円
が
二
名
、
五
千
円
が
一
名
、

一
万
円
が
一
名
で
あ
る
)
。

(2) 

市
民
に
よ
る
判
定
会
の
可
能
性
に
つ
い
て

① 

市
民
に
と
っ
て
賠
償
と
補
償
の
区
別
、
補
償
と
社
会
保
障
の
一
区
別
は
短
時
間
の
説
明
で
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
二
つ

の
設
例
で
は
、

い
ず
れ
も
医
療
者
に
は
過
失
が
全
く
な
か
っ
た
と
い
う
前
提
で
検
討
し
て
ほ
し
い
と
説
明
し
て
い
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
ど
う

し
で
も
ど
こ
か
に
落
ち
度
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
関
心
が
向
か
う
傾
向
が
う
か
が
わ
れ
た
。
(
こ
の
傾
向
は
パ
イ
ロ
ッ
ト
ス
タ

デ
イ
で
も
強
く
現
れ
て
い
た
。
)
こ
れ
は
医
療
行
為
に
「
起
思
す
る
」
と
い
う
要
素
と
「
過
失
」
と
い
う
要
素
乃
至
「
補
償
す
る
」
と
い
う
要
素

と
が
市
民
感
覚
の
中
で
は
十
分
に
一
区
別
さ
れ
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

市
民
が
補
償
す
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
際
の
要
素
と
し
た
「
著
し
く
意
外
な
結
果
」
に
つ
い
て
は
、
予
め
患
者
や
家
族
が
リ
ス
ク
に
つ
い

② 
て
説
明
を
受
け
て
い
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
も
判
断
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
た
。
そ
し
て
「
著
し
く
意
外
な
結
果
」
と
判
断
す
る

場
面
で
、
も
っ
と
も
大
き
な
要
素
は
不
幸
な
事
態
が
発
生
す
る
確
率
の
大
き
さ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
「
一
万
分
の
こ
は
事
前
に
説
明
が
な

さ
れ
て
い
て
も
著
し
く
意
外
な
結
果
と
判
断
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。
「
一
一
%
」
で
も
同
様
の
傾
向
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
「
二
O
%
」
と
な
る
と
患
者

が
危
険
を
引
き
受
け
て
い
た
と
受
け
止
め
、
「
著
し
く
意
外
な
結
果
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
意
見
が
多
く
な
る
。
た
だ
「
ニ
O
%
」
と
事
前



に
説
明
が
あ
っ
て
も
、

そ
の
患
者
が
八

O
%
の
成
功
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
た
な
ら
ば
そ
の
不
幸
な
結
果
は
や
は
り
「
著
し
く
意
外
な
結

果
」
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
(
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
法
学
者
に
よ
る
判
定
会
で
も
同
様
の
意
見
を
述
べ
る
方

が
お
ら
れ
た
。
)

③ 

補
償
す
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
際
の
も
う
ひ
と
つ
の
要
素
と
し
た
「
い
か
に
も
気
の
毒
な
結
果
」
に
つ
い
て
は
、
単
に
医
療
に
よ
っ
て
患

者
が
受
け
た
不
利
益
だ
け
で
は
な
く
、
扶
養
す
る
家
族
の
状
況
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
等
を
大
き
く
加
味
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
、
被
窓
口
伝
受
け
た
家
族
が
資
産
家
で
あ
れ
ば
、
補
償
に
つ
い
て
は
最
低
限
と
す
る
か
も
し
く
は
全
く
補
償
し
な
い
と
い
う
考
え
方
も
示
さ
れ

た。

〔研究ノート〕医療事故の被護者救済に関する研究

④ 

今
国
は
各
自
の
最
終
的
な
見
解
に
つ
い
て
は
順
次
口
頭
で
述
べ
て
も
ら
っ
た
が
、
他
の
判
定
員
の
意
見
に
影
響
を
受
け
る
可
能
性
を
排
除

す
る
た
め
に
は
、
投
票
方
式
ぞ
採
用
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤ 

判
定
員
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
(
判
定
会
に
関
す
る
感
想
部
分
)
に
よ
る
と
「
専
門
家
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
れ
ば
自
分
で
も
判
断
で
き

る
と
思
う
」
と
い
う
人
が
五
名
、
「
判
定
は
医
師
や
弁
護
士
等
専
門
家
に
し
て
も
ら
う
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
」
と
い
う
人
が
ニ
名
、
「
思
っ
て
い
た

よ
り
難
し
か
っ
た
」
と
い
う
人
が
五
名
、
「
思
っ
て
い
た
ほ
ど
難
し
く
な
か
っ
た
」
と
い
う
人
が
一
名
で
あ
り
、

「
補
償
す
る
・
し
な
い
」

の
線
引

き
の
難
し
さ
を
感
ず
る
人
は
多
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
専
門
家
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
の
霊
安
性
も
示
唆
さ
れ
た
。

(3) 

判
定
の
結
果
に
つ
い
て

判
定
の
結
果
、
「
設
例
そ
の

l
」
に
つ
い
て
は
「
様
償
す
る
」
、
「
設
例
そ
の

2
」
に
つ
い
て
は
「
補
償
し
な
い
」
と
い
う
結
論
が
出
て
い
る
。

補
償
す
る
と
し
て
も
補
償
の
額
に
つ
い
て
は
見
解
に
開
き
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
た
。
金
銭
的
な
補
償
は
し
な
い
と
し
て
も
、

そ
れ
以
外
の

支
援
(
遺
族
の
就
職
支
援
等
)
守
す
る
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
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「
設
例
そ
の

1
」
の
判
定
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
ス
タ
デ
ィ
で
得
ら
れ
た
結
果
と
共
通
で
あ
り
(
な
お
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
ス
タ
デ
ィ
で

は
、
今
聞
の
「
設
例
そ
の
1
」
は
同
じ
も
の
を
間
用
い
た
が
、
「
設
例
そ
の
2
」
は
今
回
と
は
別
の
設
例
を
提
示
し
判
定
し
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
、
今
回
は



「
設
例
そ
の

l
」
に
つ
い
て
の
み
比
較
す
る
こ
と
と
し
た
て
「
設
例
そ
の

l
」
、
「
設
例
そ
の

2
」
の
判
定
会
の
結
果
に
つ
い
て
は
法
学
部
有
志
の
結
論
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と
共
通
で
あ
っ
た
。

(4) 

設
例
の
説
明
役
と
司
会
進
行
役

今
回
の
判
定
会
で
は
「
調
査
員
」
役
と
し
て
、
増
田
聖
子
弁
護
士
が
二
つ
の
設
例
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
い
判
定
員
か
ら
の
質
問
に
も
適
笈
回

答
を
し
た
。
判
定
会
で
は
、
説
明
を
す
る
「
謁
査
員
」
が
専
門
用
語
の
解
説
も
含
め
て
分
か
り
ゃ
す
く
事
例
を
説
明
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

司
会
役
は
主
任
研
究
員
で
あ
る
加
藤
良
夫
が
担
当
し
た
。
司
会
役
と
し
て
は
、
そ
の
場
の
雰
殴
気
を
和
ら
げ
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
判
定
負
か
ら

率
直
な
質
問
・
意
見
が
出
る
よ
う
に
十
分
配
慮
し
て
進
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
進
行
役
は
ど
う
し
て
も
説
明
を
補
足
し
た
り
問
題
を
投
げ
か

け
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
可
会
進
行
役
の
一
言
動
は
参
加
者
に
大
き
な
影
響
そ
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
判
定
会
の
結
論
を
暗
示
し
た
り
、

あ
る
方
向
に
導
く
こ
と
が
全
く
な
い
よ
う
に
十
分
配
慮
し
、
そ
の
た
め
の
司
会
役
と
し
て
の
ス
キ
ル
を
み
が
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め

に
は
、
十
分
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
も
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
(
特
に
刑
事
部
の
裁
判
官
は
裁
判
員
制
度
の
運
用
開
始
ま
で
の
準
備
期
間
に
あ
っ
て

は
、
各
地
で
多
様
な
「
模
擬
法
廷
」
を
数
多
く
開
催
す
る
等
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ぞ
繰
り
返
し
、
こ
の
点
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
こ
と
が
必
須

と
考
え
る
。
)

7 

結

一
訪
問

今
回
の
研
究
の
結
果
か
ら
、
「
市
民
」
に
よ
る
「
救
済
判
定
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
し
た
結
論
争
}
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と

思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
、
南
山
大
学
の
卒
業
生
が
対
象
で
あ
り
、
年
齢
も
四

O
代
前
半
中
心
で
、
母
集
団
に
一
煽
り
が
あ
る
か
ら
で
あ

り
、
第
二
に
、
設
例
が
一
一
例
と
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
第
三
に
、
模
擬
判
定
会
と
し
て
は
一
回
(
一
日
)
の
経
験
を
し
た
に
す
ぎ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
グ
市
民
に
よ
る
「
救
済
判
定
」

で
は
、
被
告
一
口
者
に
同
情
す
る
あ
ま
り
、
何
で
も
補
償
す
る
方
向
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で



は
な
い
か
μ

と
い
う
懸
念
が
主
と
し
て
医
療
関
係
者
か
ら
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
今
毘
の
判
定
会
で
見
る
限
り
、
財
政
負
担
(
悶
民
の
税
負

担
)
の
こ
と
も
念
頭
に
置
い
た
意
見
等
判
定
会
の
中
で
は
多
様
な
見
解
が
示
さ
れ
る
可
能
性
が
う
か
が
わ
れ
、
市
民
に
よ
る
「
救
済
判
定
」
に
は

展
望
が
開
か
れ
な
い
も
の
と
結
論
付
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
市
民
に
よ
る
「
救
済
判
定
」
を
求
め
る
と
し
た
な
ら
ば
、

そ
の

制
度
の
枠
組
み
を
明
確
に
し
、
ど
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
基
準
公
示
し
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
市
民
に
よ
る
「
救
済
判
定
」

の

実
効
性
を
引
き
出
し
て
い
く
の
か
、
判
定
の
内
突
を
如
何
に
壌
か
な
も
の
に
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、

判
定
員
に
対
す
る
事
前
の
一
定
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
必
須
で
あ
る
し
、
判
定
会
に
先
立
っ
て
わ
か
り
や
す
い
手
引
蓄
を
作
成
し
て
手
渡
す
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
「
調
査
員
」

の
説
明
の
仕
方
や
司
会
者
の
進
行
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
心
理
学
等
の
知
見
も
踏
ま
え
、
判
定
員
の
「
市
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民
感
覚
」
が
十
分
に
艮
つ
自
発
的
に
判
定
会
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
慎
重
な
配
慮
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を

重
ね
て
い
く
こ
と
も
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

i主

(
1
)

朝
日
新
開
二

O
O一
一
一
年
(
平
成
一
五
年
)
九
月
二
九
日
付
朝
刊
な
ら
び
に
日
本
病
院
会
雑
誌
五
一
巻
五
号
八
コ
一
ペ
ー
ジ
。

(
2
)

最
高
裁
昭
和
五
一
年
九
月
一
二

O
日
判
決
(
判
例
待
削
減
八
二
七
号
一
四
ペ
ー
ジ
)
。

(
3
)

年
報
医
事
法
学
一
八
号
(
日
本
評
論
社
)
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

(
4
)

李
啓
充
『
市
場
原
理
が
医
療
を
亡
ぼ
す
』
(
復
学
書
続
)
一
八

0
ペ
ー
ジ
な
ら
び
に
伊
藤
文
夫
ほ
か
編
『
医
療
事
故
紛
争
の
予
防
・
対
応
の
実
務
』

(
新
臼
本
法
規
出
版
)
四
六
八
ペ
ー
ジ
。

?
と
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
は
、
二

O
O九
年
(
平
成
二
一
年
)
の
運
用
開
始
を
前
に
し
て
各
地
で
模
擬
法
廷
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
6
)

「
医
療
被
害
紡
止
・
救
済
セ
ン
タ

i
」
構
想
を
解
説
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
「
医
療
被
害
防
止
・
救
済
シ
ス
テ
ム
の
実
現
を
め
ざ
す
会
」

(
仮
称
)
準
備
笈
ホ
l
ム
ペ
l
ジ
〈

Z
Gミ
y
c
g
Q
a
m
N・巳おーて・
8
5
¥可
2
2
3
参
照
。

(
7
)

ち
な
み
に
内
閣
総
が
行
っ
た
裁
判
員
制
度
に
関
す
る
役
論
調
査
に
よ
れ
ば
、
「
参
加
し
た
く
な
い
」
が
七
認
を
点
め
て
い
る
(
相
初
日
新
潟
二

O
O五

年
〔
平
成
一
七
年
〕
四
月
一
七
日
付
朝
刊
)

0
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資料 1 模擬判定会参加依頼状

冠省

突然ご連絡することをお詫び致します。

私l立、南山大学法科大学院の実務家教員の加藤良夫と申します。

あなたへのこのお手紙は、次のような事情にもとっきお出しするものです。

l 私は、裁判以外の「医療被害者の救済システム」について関心をもって研究

をしています。

2 この研究については、今年度南山大学から研究助成 (2004年度パッへ研究

奨励金 I1-A-1J)を受けております。

3. このような事情から南山大学の悶窓会より悶窓会名簿をお借りすることがで

き、南山大学を昭和 61年度に卒業された方々の中から、名古屋在住の方ぞ抽

出して今悶お願いのお手紙を出すことにしました。

私は、 30年程前から患者側弁護士として医療過誤の問題に取り組んできました。

しかし、裁判合通して医療事故の再発を防止し被害者の救済を図ることには限界があ

ることから、 1997年(平成 9年) 9月に「医療被害防止・救済センター」構想、を考

え、これまでセンターの実現をめ 5すための活動守してきました。 2001年(平成 13

年)には、「医療被議防止・救済システムの実現をめざす会J(仮称)準備室を立ち上

げました。詳細は同封の新潟記事等をご一読裁ければと移じます。

このシステムの中の特徴の一つは医療によって生起されたと思われる医療被害と医

療側の行為との間 lこ因果関係があるかどうかを~ 40歳以上 65歳以下の一般の市民 12

名によって判断してもらうことにあります。専門家の閑には一般の人にそのような判

断が果たしてできるのだろうかという疑問の声もありますが、私は一般の方のほうが

より妥当な判断に到達できるのではないかと考えており、それらをボランタリィに協

力して下さる方にお願いして笑証することが必要となりました。具体的には、 11月

14自の日曜日にお集まり裁き、医療事故の具体的なケースについて、医療行為と結

果についての因果関係の存否について市民の白から見て「医療行為によって著しく意

外な結果になったかどうかJI医療行為によっていかにも気の毒な結果になったかど

うかj等を慕準として判定していただく模擬判定会(陪審のようなもの)の機会を設

けることと致しました。

今回あなたにお願いすることは、二つ程の「事例j について、「補償jすべきケー

スかどうかを f市民感覚jで判定して頂くことです。特lこ専門知識は不要です。

ご多忙な中ご協力裁ける場合は、iJlJ紙の模擬判定会開催要項をお読み裁き、同封の

返信用葉警にご記入のよl旦旦よ三旦主主l三ご投函くださいますようお綴い致します。

ご協力下さる方には追って関連する資料をお送りさせて裁きます。

お断りされた方には今後一切連絡を差し上げることは致しませんので、どうか今回

のことはご容赦下さい。

草々

2004年(平成 16年) 10月6日

千466-8673 名台屋市昭和区山里町 18

南山大学教授

弁護士加藤良夫
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資料2 模擬判定会実施要領

1. (同窓会名簿から選ばれた)市民(医師等医療の専門家ではない方) 12名に下記

の日終・場所にお集まり裁きます。

2 参加者には予めパンフレットそ送付し、当日までに読んできて裁きます。

3. オリエンテーションの後、事例佐紹介し、質疑を受け、センターとして補償する

かどうかについて参加者全員で相談をして結論ぞ出して裁きます。

4. これらの様子を記録させて裁きます。

5. 参加者はボランティアであり、日当は支払われません。仮し、公共交滋機関によ

る交通費穏当分と昼食の弁当が支給されます。

6. メディアの一部が当日様子を取材することがあり得ます。その際には参加者側々

人のプライパシーは尊重されます。

7. 参加者と当研究室とは当日の実証的研究が終了した時点で、相互に何等の関係も

ないこととなります(この研究に参加されたからといってその後に何らかの負担を

負うことはありません)。

記

日時 2004年 11月 14日(臼)9時 45分集合 16時解散

場所 南山大学法科大学続 (A棟) 2階会議室

守 466-8673 名古屋市昭和区山盤的 18

以上
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資料3 模擬判定会のための解説

[ 1 ] 

① 患者さんは病気で亡くなります。

→“運命"“寿命"として枚方のないことです。

② 患者さんは、病気の治療やにお医者さんの医療ミスによって亡くなることもあ

ります。 →その医師に対する賠償の問題となります。

③ 患者さんは病気の治療中に、お医者さんの治療がiEしくても(すなわちミスが

なくても)、医療行為そのものによって思いがけず亡くなることがあります。

→このような持に現在の法律て、は救済はされていません。

今限の判定会では、③について考えます。

[ 2 ] 

従来、医療裁判では、以下について主張し、証拠によって証明しなければいけませ

ん。

① ¥lii宮市の行為に過失(ミス、溶度)があったこと、すなわち過失資任

② 医師の行為によって患者が被害金こうむったこと、すなわち図果関係

[ 3 ] 

① 患者さんが病気で亡くなった 賠償なし j 補償なし

② 患者さんが医締の正しい治療ぞ受けていたのに
!賠償なし! 補償なし

(病気それ自体が主義篤であったため)亡くなった

③ 患者が治療中に医師の医療ミスによって亡く
[賠償あり 1;本来補償は不要

なった

④ 患者が治療中に病気それ自体は致死的なもので

はないのに、酬の適切な医療行為によって思い(賠償なし[補償制度が必婆

もよらず亡くなった

※賠償は原刻として加答者lこ過失があることが前提、補償は過失のないことが前提

[ 4 ] 

今回の判定会では、医師が失敗したかどうか(惑いことをしたかどうか)を判定し

て]頁くものではありません。

(医師の医療行為にミスがあったかどうかは問題になりません)

医師がした行為によって、患者さんに被害が生じたといえるか、しかも著しく意外

な結巣が生じたといえるか、あるいは大変気の毒な結果が生じたといえるかを判定し

てもらうことになります。
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資料4 模擬判定会当日のスケジュール

9 : 45 集合

10 : 00 オリエンテーション

10・20 設例その lの紹介

10 : 40 設例その Iについての質問

11 : 00 設例その 1についての検討会(判定会)

12: 00 昼食(お弁当)と

休憩

1 : 00 設例その 2の紹介

1 : 30 設例その 2についての質問

2 : 00 設例その 2についての検討会(判定会)

3 : 30 本日の感想(アンケート)

4: 00 解散

資料5 設例その 1

1.患者 48歳男性C へピースモーカー

扶養家族-妻、子(15歳の中学生と 12歳の小学生)、 72歳の母親

2. 病名 心筋梗塞の疑い

心臓カテーテノレ検査中に死亡

3. 経過 王子成 15年 9月 1日に、階段どとっていて息苦しくなったことがあった

が、休んでいたらすぐに回復した。初めてのことで気になったため、同年

9月3臼の午前にD病続で心電図をとり、向日午後心臓カテーテ/レ検査を

受けた。(なお、これは細い管を心臓の血管の中に入れて造影剤を流し、

心臓の血管が詰まってきているかどうかを調べる検査である。)

検査中に、管の先端が心臓の大切な血管の内面を傷つけ、血管の内膜が

めくれてふくらみそこへ血液が流れ込むこととなり、そのために、心臓に

酸素を運ぶ本来の劇流が止まり、そのため心臓が止まってしまった。

医師は蘇生を試みたが、 Ct立死亡した。

遺族は、もう少し慎重にしてくれれば血管を傷つけることはなかった

し、この検査さえ受げなければこうはならなかったのにと無念の患いを抱

いている。これについては、担当医は、どんなに上手な人がふやっていても

1万人に l人くらいの確率で起きるものであり、不可抗力であると述べて

いる。

言問べたところ、 C(立高脂血症であり、心臓の血管(冠動脈)にコレステ

ローノレがたまっていたため、血管の内面ももろくなっていた可能性がある

ことが判明している。
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資料6 設例その 2

1.患者 40代男性A

扶養家族=委と中学生と小学生の予 2人

2. 病名 脳麗嬢

3 経過 Aは視力に異常を感じ限科を受診した。

A は限科医のすすめで大学病院の脳外科を受診し精密検査を受けたとこ

ろ、視神経の周りに脳題療(良性)があることが判明した。

脳外科医は、 Aに対し

① 手術をしないまま放援すると長くて 5年のうちに失明すること。

② 手術をして題療を?取り除けば、失明に至ることを回避できるこ

と。

③ この燈援蓄を取り徐〈手術には危険も伴い、どんなに上手に手術を

しでも手術によってかえって完全に失明する可能性が 20%あるこ

と。

を説明した。

Aはすべてを理解した上で、家族等とも棺談し手術を受けた。しかし、

手術直後に完全失明となった。

※インフオームド・コンセント原則は完全に実践された。

※題療を取り徐〈手術手技等には、過失はなかった。
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資料7 アンケート

模擬判定会にご協力裁きありがとうございました。今後の模擬判定会のもち方等の

改善のために下記のアンケートにご協力下さいますようお綴い致します。

1.今屈の企画に参加しようと忠、われたのは何故ですか。

掴もともとボランティアということに関心があったo

g 医療についての関心があった。

a 模擬判定会ということに奥味があった。

回社会的に意義のあることなので参加してみようと思った。

也そのf也

2. 模擬判定会をしてみてどうでしたか。

a 思っていたより難しかった。

鱒判定は医師や弁護士等専門家にしてもらうほうがよいと思う。

開専門家からのアドパイスがあれば自分でも判断はできると思う。

鎗思っていたほど難しくなかった。

自その他

3. 市民による判定の制度ができたとすると、求められれば参加しますか。

闘一生に一度くらいなら参加できる。

• 5~6 年に一度くらいなら参加できる。

圃参加することは鴎難である。

そのイ也

4. 上記 3の場合に、日当は出たほうがよいですか。

その場合、日当としてはどのくらいの金額がふさわしいでしょうか。

固日当はいらない。

理由

• B当は出した方がよい。金額としては( 円) くらいがよい。

E 臼当は出した方がよいと滋うが、どのくらいがよいか分からない。

性別(男 女) 年齢( 歳) 職 業 (

よろしければお名前をご記入下さい。

ご氏名


