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　The　purpose 　of 　this　paper　is　to　consider 　the　signi 丘cance 　of　Shiroi　KJり 孟o ロ 丘om 　the　viewpoint 　of 　medical

ethics ．　The　f（｝untainhead 　of　the　me 〔lical　of 且ce　lectureship・based　credit 　syste 皿 of　the　university 　hospital

which 　produced 　chief 　character 　Zaizen　Gorou 　is　old 　boy　system 　 medidne 　introduced　by　Germany 」 n

succession 　 to　the 　bureaucratic　side　of 　the　 authority 　that　was 　 a　 Germa 臓 medical 　fault
，
　 an 　 unsodable

organization 　was 　fbrmed　and 　blocked　a　thing 　ca皿ed　the　medical 　care 　of 　the　patient 　center 　of　the　democracy．

　As 丘｝r　Zaizen，　it　is　pointed　out 　a　patient　and 　human 　relations 　with 　the 　doctor，　the　lack　of 　the 　outlook 　on

ethics 　of 　the　doctor　not 　a　medical 　fault　at 　a　trial，　The　ethics 　is’1informed
’
consent

”between　the 　patients

based　on 　enough 　communication ．　This　is　used 　in　a　meanhlg 　called 　the　treatment 　on 　having　got　
l’
explanation ，

agreement ，　understanding
「，

　to　the　patient ．　In　other 　words
，1understanding

，　agreement
”

of 　the　patient　are

abso 晝矼 tely　necessary ．　As 丘）r　the　patient ，　it　may 　be　said 出 at 劭 喪 oゴ伽 如 α which 　reoeived 　this　in　advance

皿 ore 　than　40　ago 　at 　the 　present　when 　patient　to　be むreated
・
centered 　medical 　care 　got　social 　approval 　sti皿

has　the 　signi五cance 　in　the　medical 　ethics 　with 　a 　doctor　while 　understan （ling　enough ．

1．は じめに一説明に つ い て一

　現 在、「説 明責 任 」、「説 明 義務 」、「イ ン フ ォ
ーム ド ・

コ ン セ ン ト （informed　 consent ）」、「説明と同意」 と

い う言 葉だ け で な く、「情 報 公 開 」、「情 報 開 示 」、「公

益 通 報 （内 部告発）」、「透明性 」 等 も含 め て 、い ろ い

ろ な言葉 を耳 に す る。様 々 な 言葉遣 い が あ る こ とか ら

も わ か る よ うに、それ ぞれの 分野 と出来事の 種類、関

係 す る人 の 立 場な どに 応 じ て 実行 の され 方も少 しず

っ 異なっ て い る。

　 しか し、こ れ らの 考え 方 は 基本 の と こ ろ で 共通 し て

い る。そ れ は 、情報 を で き る 限 り多 くの 人 が 共有 す べ

き だ とい うこ とで あ る 。 情報 を持 っ て い る側は、で き

る 限 りそ れ を公 に し て 、情報 を得た 側 は、そ れ に 基 づ

い て 判断 し て 、同意、 不 同意を決 定す る とい う考え 方

で ある、

　 こ の よ うに い ろい ろ な言葉が あ る こ とか ら も、「説

明」 を我々 の 社会運営の
一

つ の 基礎に す る こ とに 対 し

て、もは や 異論は な い で あ ろ う。何 よ りもこ れ は、民

主主 義 の 価値観、倫理 観 に も合致 し て い る。そ の 意味

で 、「説明」 を 現代社会 の 理 念 の
一

つ と し て も よ い の

で ある。

　 「説 明 」 が 強 調 され 始 めた の は 、各人 が 自分 で 判断

して 、自分の 責任 で 生活 して ゆ く こ とが、社会 の 共 通

認 識 に な りつ つ あ る か らで あ る。そ こ に は 、農村共 同

体的な社会構成 の 中で 、集団 で の 助 け合 い が社会生活

の 大 き な要 素だ っ た 時期 か ら、工 業 化社会 の 成立、西

欧 的価値観 の 浸透 な ど様 々 な要因が重なっ て 、個人 の

自立 が 大きく求められ る傾向が背景 に ある と もい わ

れ て い る。

　 い ずれに して も、自立 した 個人 が自分の 責任 で判断

す る こ とが 求 め られ る と、必 要 な情 報 は正 確 に、公 平

に 各個人に提供 されなければならない，そ うし ない と、

個人は 自分の 判断に 責任を負 うこ とが で き ない 。こ の

こ とで 公 平な競争 が 可能に な り、結果 と して 社会がさ

らに発 展 す る と考え られ て い る。

＊　福島工 業高等専 門学校 　
一

般教科 （社会）

　 （い わ き市平上荒川字 長尾 30）
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業高等 書門学校

　 とこ ろ が、新 しく定着 し始め て い る倫理観 は、それ

が 実現 され る際 、現 実 の 個 々 の 問題 に 必 ず し も合 致 し

て は い な い 。実際 に説明 して い るつ も りなの に 、不十

分だとい われ る だけならま だ しも、裁判に なっ て敗 訴

した り して い る。

　逆 に極端な例 で は、説明 しなか っ た こ とが 、そ の 状

況 に お い て は 正 し か っ た と 見 な され る こ と も あ る。ケ

ース ・バ イ ・ケース とい っ て しま えばそ れ ま で で あ る

が、なぜ こ の よ うな こ とが 起 こ るの だ ろ うか 。こ こ で

も理 念 と現実 の 乖離 が 起こ っ て い る。説明 しな け れ ば

な らな い とい う理 念 は、両者 と も に認 め て い るの に、

「説明 した」、「不十分 だ」 とい う対立 が、なぜ 起 こ る

の で あ ろ うか。両 者 を どの よ うに 調 停す れ ば よい の で

あろ うか。こ れらの 素朴な疑問 に 対 して 論理的 に 説明

す る こ と こ そ、現 代倫理 学に 求 め られ て い る大切な課

題 で は ない だ ろ うか。

　今 目、こ の こ とを最も深刻 に感 じて い る の は、国家

試 験で 「説明義務」 が 生 命倫理 領域の 必 須の 知 識 に な

っ て い る医 学生や、日常の 医 療の 中で こ の 問題 に直面

して い る 医療従事者 た ち で あ ろ う。医療 に お け る説 明

義務は、ア メ リカ の 方針 が浸透 して き たもの だが、説

明 が 必 要 な 事情 は 政府 や 会社 の 説 明 責任 な ど も同 様

だ か ら、医療 にお け る 「イ ン フ ォ
ーム ド・コ ン セ ン ト」

の 解明は、他の 分野 に も応 用 され て い る。

　
一

例 と して 、原子 力発 電所の 運 営に つ い て の 「イ ン

フ t 一ム ド・
コ ン セ ン ト」 を 挙 げて お こ う。

　　 医 療 の 分野 で 議論 され て い る 患 者への 情報が 提

　　供 され た 上 での 了解 （イ ン フ ォ
ー

ム ド ・コ ン セ ン

　　 ト〉 の 考 え方 の よ うに 、国 民 に 対す る説 明 責任 を

　　有 し て い る こ とを認識 し、関係者 は 国民に 判断が

　　 で きる情報を提供す る こ とが 重要 で あ る
ω 。

　 こ れ な ど も、社 会 が 説 明 を必 要 な もの と して 、様 々

な形 で 求 め始 め て い る
一

つ の 証拠 に なる。こ の よ うな

用 語 法 は 、医 療 分 野 の 倫 理 観 で あ る 「イ ン フ ォ
ー

ム

ド・コ ン セ ン ト」 が 、他分野へも応用で き る こ とを証

明 して い る。

　 さて 、医療倫理 と して の 「イ ン フ ォ
ーム ド・コ ン セ

ン ト」 が、まだ確立 されて い なか っ た時代 に 、これを

先 取 り した 小 説 が あ る。そ れ は 、こ れ ま で 何 度 も映

画 ・テ レ ビで 映像化 され た 『白い 巨塔』
〔2 〕

で あ る。 本

稿 の 目的は、「医 療倫理 」 か ら見 た 『白い 巨 塔』 の 意

義につ い て 考察す る こ とで あ る。

　 まず、こ の 作品が如何 に し て 成立 し たか に つ い て 見

て お きた い。

2 ．『白 い 巨塔塵の成立事 情

　 『白い 巨塔』の 舞台は、昭和 30 年代末 の 大学の 医

局 で あ る。大阪 大学 を模 した 浪 速大 学の 医学部第
一

外

科に おける 「教授選」 の 舞台裏と、そ の 後 の 誤診事件

の 顛末 を綴 っ た こ の 小 説は、刊行され るや い なや大 き

な 社会的反響 を 呼び 起 こ し た。

　そ れ ま で 聖 域 と され て き た 巨 大な白衣 の 殿堂、っ ま

り大 学医局 を著者 ・山 崎豊子 は 、丁 寧な取材 と緻密な

人物描写 で 内 部か ら描 きき っ た 。 ま ず、医学部 教授 の

権威 をバ ッ ク に した 大学内部の 序列 化 が あ る。の み な

らず、学外 に 出た 医師の 人生 ま で も広 く巻き込 んで い

る医 学界 の 強力 な ヒ エ ラル キ
ー

も存在 し て い る。こ う

した 中で 、医療者 と して 誠実 に生 き る とは ど うい うこ

となの で あろうか 。高度成長 の 途上、国民皆保険 が達

成 され て い く中で 、国民 へ の 医療の 提 供 の 広 が りは 、

医師への 絶対服従を強 い られ て い た 患者の 強 い 疑問

を生 み 始 めて い た。

　すなわち、こ の 小説が 世に 出る機 は、熟 して い た の

で あ る。作 者 の 鋭 い 筆 の
一

撃 は、闇 に 隠 され て い た 医

局講座制 の 矛盾、患者の 求め る医療 か ら隔た っ た 大学

医学部 の 現 状 を深 く抉 り出す メ ス となっ た。何度 も映

画 ・テ レ ビ ドラマ 化され、社会的に 対 し て 大きな影響

を 与え続 け て きたこ の 作品で、山崎豊子 は 当時の 医学

部 を、どの よ うに 描 き 出 した の で あ ろ うか。

　次に、本作品の 最初の 山場 とい え る浪速大学医学部

第
一

外科 に お け る 「教授 逸 に つ い て 、検 討 し て お き

た い 。

3 ．医学部に おける教授選

　全 国 に 名 だ た る 国立 大 学で あ る 浪速 大 学医学部の

第
一

外 科教室 に お い て、退 官 を控えた主任 教授の 東貞

蔵は 、後任教授 の 選出に 頭 を悩 ませ る よ うに な っ て い

た 。 彼 の 下 の 助教 授 に は、食道外 科 の 権威 と し て 知 ら

れる財前五 郎が い る。しか し東 は、自分 の 知 らな い と

こ ろ で 政 財界 の 著名人 の 執刀 依頼を受 けて 、週刊誌 の

グ ラ ビア を飾 る よ うにな っ た 財 前 を見 る と、教 授 と し

て の 権威 が 脅か され て い る と感 じ る よ うに な っ て い

た 。 教 室 員や 患者 に 対 する財前の 傲岸な態度も気 に さ

わ る こ との
一

つ で あ っ た。

　東 に は部下 ・財前の 高名 に 対す る嫉妬心、退 官後の

自分 の 将来 へ の 不安 とい らだ ちが あ っ た。東 教授 の 胸

の 中に は 、
い つ しか 後任教授 は、財前で は なく、自分

の 意 の ま ま に操 る こ との で き る人 材 を とい う気持 ち

が 強 くな っ て い っ た。東は 母 校、東京大 学を模 し た東
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都大学の 船 尾 教 授 に 依頼 して 、後任候補 と し て 金沢大

学の 菊川教授を推薦 して も ら う。 これ は、東都大 学側

か ら見 れ ば、「ジ ソ ツ 」 （勢力圏）拡大 へ の 重 要 な布 石

で あっ た。

　財 前 側 は 、こ の 事 態 を 知 る と、鵜飼 医 学部 長 に 好 み

の 絵 を贈 り、酒 席 を 設 け て、巧 み に 自陣 に抱き込ん だ。

さ らに 舅の 人脈で 医師会、同窓会を味方 につ け て 、医

局 を移入 教 授 反 対 の 意見 で 固め て い っ た。

　
一

方、鵜飼医学部長に 反旗を上げたい 若手 の 革新派

の 教 授 た ち は、第三 の 候 補、財 前の 前任者で 徳島大学

教授 の 葛西候補 を担ぎ出 して き た。浪 速大 学の 「教 授

選 」 は、近 年 ま れ に み る 三 つ 巴 の 泥 仕合 と なっ て い っ

た。

　第
一

回 の 投票 で 、過半数をとれなか っ た財前派 と東

派は、若手 革新派教授 た ちの 票 の 切 り崩 しに 動 い た。

小 児疾 患セ ン タ
ー

の ポ ス トや学会の 理 事就 任 を ち ら

っ か せ て 、あ るい は候補か ら降りる よ う脅 し をか けた

りも した。さ らに は科学研究費の 認 可、がん 研究 の 助

成金 交 付 な ど 、 本来 こ の よ うな 目的 にそ ぐわ ない は ず

の 研究費を餌に した最後の 票集 め が 展開され た。

　 選 挙 結果 は、どの よ うに な っ た の で あ ろ うかD 財 前

候補が 十六 票、菊川候補 が 十四 票で あっ た。わず か の

差で 財前は 勝 っ た。しか し政 治 力、金 力 を駆 使 した選

挙戦で 強引に 教授の 椅子を勝ち取 っ た こ とが、内外 に

大きな波紋を起 こ して い くの で あ っ た 。 そ して 、財前

に と っ て 運命的な事件が 起 こ る。

4 ．ある患者の 死 と家族の 叫 び

　教授 に なっ て 多 くの 医局 員 を 従 え て、得 意満 面 で 回

診す る財 前 五 郎 の 前 に、第一内 科の 里 見脩二 助教授か

ら
一
人 の 患者 が紹介 され て くる。里見 は学生時代、財

前 と病理 学教室 で
一
緒 に 学ん だ 仲 で あ っ た が、き ま じ

め な 学級 肌 の 医学者 で 、性格的 に は財前の 対極に あ っ

た。

　そ の 愚者 ・佐 々 木 庸平は、三 ヶ 月 前か らの 嘔気、食

欲 減退、胃部不 快感 が改善せ ず、浪速大 学で 受診 し た 。

胃 X 線検査 は、慢性 胃 炎の 疑診 で あ っ た 。 外 来の 担 当

医で あ っ た 里 見は、「何 か 胃に ひ っ か か る よ うな感 じ

がす る 」 と い う患者 の 訴 え が 気 に な っ た 。 里 見 は 胃カ

メ ラ を勧 め るが 、苦 しい 思い を して 飲 ん だ 胃カ メ ラで

も異常 は見当た らない 。困 っ た 里 見 は財前 に精査 を頼

み 込 ん だ。X 線 写 真 2 枚だ け で 、財前 は 見事 に噴門癌

を描 出 し て みせ た。

　財前 か ら、頭 ごな しに 手 術を 宣 告 され て 、佐 々 木 と

家族 は うろ た え るが 、里 見 の 説 得 で 手術を承諾す る。

術前検査 で は、胸 部 X 線写真 に小 指頭大 の 腫瘤陰影が

認 め られた。こ れを財前 は、古 い 結核 の 病巣 と判断 し

た。受 け持 ち 医の 柳原 は、肺転移 の 可能性を捨 て きれ

ず、断層撮影 を申し出 るが財前 か らは 必要 な い と拒否

され る。胃癌 の 手 術 は 、財 前 の 見事 な メ ス さば きで 成

功 した。

　 しか し 術後 1週 間、急 に 患 者 の 容態 が悪化 した。咳

と痰、呼吸困難 と発 熱が出現 したの だ。柳 原 は狼 狽 し

て 教授 に相談す る。財前 は術後 肺 炎 だ と決 めつ け て 、

直接診断をせ ず に 抗生剤 の 指示 を出 した 。 財前 は 、 実

は こ の とき ドイ ツ の 国際外科学会 に招聘 され て お り、

患者 を 診察す る 余裕 を 持 っ て い な か っ た 。
X 線写真 を

撮るべ きだ とい う柳原 と里 見の 忠告を 蹴 っ て 、財前は

ドイ ツ に 発 っ た。

　 ドイ ツ で の 財前は、彼 の 考案 に よ る胸壁前食道胃吻

合 術 の 優れ た 成 績 を報 告 した。彼 は供 覧 手 術 にお い て

も、神技的な腕 の 冴 え を見せ 、一躍学会の 寵児 となる。

ドイ ツ人 教授た ちの 賞賛 と、ドイ ツ 外科学会名誉会員

への 推挙 は、財前の 自信をさらに深 め たの で あっ た。

　 しか しそ の 頃 、日本 で は佐 々 木 の 容態が急変 して い

た。強 い 呼 吸 困 難 と頻脈 を起 こ した。胸 腔 穿 刺 をす る

と血性胸水で あっ た。癌性肋膜炎を併発 し て い たの で

あ っ た。患者 は術後 23 日 目に して 死 亡 した。

　 遺族 に対 す る 里見 の 説得 で、病 理解剖が 行わ れ た。

血性 胸水 と、左 肺 に腫瘍、肋 膜転移の 所 見が 得 られ た。

癌性肋膜炎 で胸水が貯留 して、心 不 全を起 こ して 死 亡

し た と判 断 され た の で あ る。転 移 に つ い て 聞 い て い な

か っ た 家族は 、医師 ら の 態度 に 強 い 不 信感 を持 ち、直

ちに受 け持ち医 と財前 を誤診 で 訴 えた。

　 得 意満 面 で 帰 国 した財 前 は、こ の 事 態 に驚 く。受 け

持 ち医 の 対応 の まずさと、他科 の 里見の 介入 に 、財前

は怒 りなが らも何 とか 乗 り切 ろ うと した。当時 は、ま

だ誤診 に 関す る裁 判例 は少 な く、戦前 が i2 件、戦後

は まだ 9 件だ けと い う時代で あっ た。財前 は 、医事紛

争 で有 名 な弁護 士 教 授 に依 頼 して 、裁 判 を 有利 に運 ぼ

うと画策す る。

　 裁判 が 始 ま っ た。財前側 は、受 け持 ち 医、看護師 ら

に言 い 含 め て 、術前に 転移 の 可能性 を考慮 して い た と

証言 させ る。里見は、財前か らの 脅 し に屈せ ず、患者

側 に 立 っ て証言す る。早 くか ら転移 の 可 能性 を 訴え て

い た 里見の 発言は、財前を不利な立場 に 追い 込むもの

で あ っ た．

　 し か し誤診 の 裁判 は 難 し い。東都大学の 沖川教授 が、

自 らの 誤 診 率 を 14 パ ーセ ン トと発 表 した と き、一
般

人は そ の 高 さに 驚愕 した が、医師た ち は そ の 低 さに 驚

嘆 し た。それほ どに 医学は 、完成 され た知識 ・技術体
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系で はない の で ある。

　 それ で は、こ の ケース は 誤 診 と い え るの で あ ろ うか。

鑑 定人は答 え る。医学会で
一

般 に承認されて い る理論

に 従 っ て 治 療 を行 っ た結 果 、不 幸 な結 果 を招 い た か ら

とい っ て 誤診 とは い えない 、と。

　 しか し、と鑑 定 人 は 次 の よ うに 続 け る。

　　む しろ 問題 は、医学的過 失 そ の も の よ り、患者 と

　　医師 との 人間関係、医師の 倫理 観の 欠 如の よ うな

　　もの が介在 して、問題 を大 き く した事件の よ うに

　　推測 される 〔3 〕。

　そ の 通 りで あ る 。 裁 判で 佐々 木 の 妻 ・よ し江 は、財

前の 医療姿勢を必 死 の 思い で な じる。

　　 「何 を根 拠 に して とか、ぶ こ く罪 とか 、そ ん な こ

　　 と知 りま せ ん、けれ ど、財前 とい う先生 の 無責任

　 　 な 診 察 で 夫 が 思 い もか け ぬ 死 に 方 を した こ と は

　　事実だ す、こ の 間か ら大学 の え らい 先生 た ち が鑑

　　定に 出 て、素人 に は解らん よ うな難 しい 医学 の や

　　 り とりばか りを して は りますが、なん で そ ん な難

　 　 しい こ とば か りを 云 わ ん な らん の で す ？　 財 前

　　 とい う先生 が 、患者 を ち ゃ ん と親切 に 間違 い な く

　　診察 した か、ど うか、それ だ け を裁 け ばえ え の だ

　　す、な ん で 、それ を裁 か ん の で す ！　 証 拠 や根拠

　　ば か りを 云 うて 、こ ん な 裁 き 方 は 間違 うて ま

　　す ！」
（4 ）

　佐 々 木 よ し江 は、財前 の 視線 が 噴門癌 の み に 注がれ

て お り、苦 し ん で い る 夫 自身 に は 注 がれ て い な い こ と

を知 っ て い た。教授に 指示 を仰が な けれ ば、何 事 も決

め られ な い 主 治医の 姿勢 も 当然 も どか しい 。

　 し か し そ の よ うな 医局 の 体 質 の 原 因 は、財 前 教 授 に

ある。財前が 多忙な合間 をぬ っ て 、一回 で も診察 し て

い て くれ た ら、夫 の 苦 しみ を 共有 して くれ て い た ら、

あ る い は 助 か っ た か もしれ な い 。里 見が そ の よ うな 医

師 で あっ ただけ に、や り場の ない 怒 りは 財前へと集中

した の で あ る。

5 、財前五 郎を生み 出 した 土 壌

　主 人公 ・財前 五 郎 は、如 何 なる 土壌か ら生 み 出 され

た の で あ ろ うか。作者は 『白い 巨塔』に お い て 、当時

の 大学医学部、すなわち医局講座制 に よ っ て 医師 の 供

給源 を
一

手 に 握 り、そ の 人 事 権 を通 して 目本 の 医療界

を牛耳る 「帝国」 の 内幕をリア ル に描き出 した。財前

は 、持 ち 前 の 知 力 と体力 、そ して 舅 の 持 つ 金 力 と人 脈

で 、そ の 権力内部 に食 い 込 み、覇権を握 っ て い く。

　財 前は 医局 員た ち を酒 や ポ ス トで 手 なず け、教授 た

ちに は 金品を贈 っ て 味方を増や した。同窓会や 医師会

へ の 裏工 作 も必 要 で あ っ た。大学 か ら学会、学術会議 、

文 部 省や 厚生 省の 官僚組 織、さ らに 政治家 た ち に 至 る

まで 、壮大な権力構造の 図式がこ こ で は 明 らか に な っ

て くる。

　財前五 郎は、小 学校の と き交通 事故で 父 を 失い 、母

の 内職 と事故 の 弔慰 金 で 苦労 し な が ら 大 学に 進ん だ。

医 学部 の 助手 時代 に、彼 は 将 来を 見 込 ま れ て、産婦 人

科 を開業す る 財前又
一

の 婿養子 に な る。又
一

は 、医院

経営で 財 を な した が 、身内か ら国 立 大学教授 を 出す こ

とで 、金 で は得 られない 権威 を 手に 入 れた か っ た の で

あ る ．

　財前 は毎fi、故郷の 老 母に 仕送 りを して い た D 息子

が 医 学者 と し て 出 世 す る こ とだ け を 楽 しみ に し て い

る母 は、養子縁組に 財前が 迷っ た と きに、率先 して 縁

組 を進 め た の で あ っ た。母 子 の 絆 よ り息 子 の 出世 を 求

め た の で ある。財前 は母の 愛 をあ きら めて 、空虚 な 思

い を強 い 出世欲、権勢欲 に転化 して ゆ く。

　財前 の 計算で は、医師 200 人に 対 し て 1 人が よ うや

くなれ る とい うの が、当時の 医 学部 教 授で あ る。医 学

部入 学後、44歳 で 教授に な り、そ の 後 46 歳で 学術会

議 会員、50 歳で学士院賞、55歳で 学士 院会員、60歳

で 文 化勲章 とい う人 生 の 設計図を実現す る た め に 、財

前 は 全力 を振 り絞 っ て これ に挑 ん だ。そ れ は、医 学者

の
一一trに 育 っ て 苦 労 を 知 らな い 東 や 里 見 に は理 解 で

きない 生 き方で もあ っ た。

　 そ れ に対 して 里 見 の 生き方は ど うで あろ うか。医師

の
一

つ の 理想像 と して 描 かれ る里 見 は、病 理 学 か ら内

科 に進 み、研究に 人 生の 意味を見出す学究派 で ある。

診 断 に きわ めて 慎 重 で あ る里 見 は、患 者 に なか なか 診

断名 を教 えず、次々 に 検査 を勧 め て は、患者の 抵抗 に

あっ た りもす る。診療時問が長すぎて 、上 司鵜飼医学

部長 か らは、しば しば文 句 を言 わ れ る。

　里見 は 日曜も勉強を続けて 、妻子 を顧 み な い。妻 は

名 古 屋 大 学 医学 部 長 の 娘 で、夫 が 研 究 を続 けて い つ か

教授 に な る こ とを夢見 て い る。里 見の 兄 も、上 司 と喧

嘩 を して 大学 を追 われ た熱血 漢の 開業 医 で あっ た。風

邪 に ア ス ピ リン しか 出 さず 、患者 と 口 喧嘩 をす る よ う

な 「赤ひ げ」 先生 で ある。

　彼 らは、時 代 へ の 陰画 で あ る 。 権威 に 弱 い くせ に 、

患者 に は傲慢 な 医師 が い る。ろ くに 診 察 もせ ず に、薬

ばか り出す 医 師 もい る。そ ん な状況 だ か らこ そ 、勉 強

に励 み、時間を気 に せ ず誠実に診療して くれ る 医 師は、

当 時 も現在 で も求め られ て い る。

　 明治期の 日本 に、ドイツ 医学が 本格的に導 入 され て

以 来、大学の 医 局 講座制は 日本の 医療シ ス テ ム の 中枢

と して 大 きな影響 を 与 え続 け て き た 。 そ し て そ の 力 は、
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竺 井 ： 「医 療 倫矧．1 か ら見 た 『自い 巨塔 三の 意 義に っ い て

現在 の 日本 にお い て も絶大 で ある。

　 『臼い 巨塔』 が書 か れ た 昭和 40 年、大学病院 の 医

局講 座 制 の 壁 は ま だ まだ厚く、研修 医 は 「虫 け ら以 下」

の 存在 で し か な か っ た。若 手医師 の 柳原 は こ う した シ

ス テ ム の 中で 呻吟 し、っ ぶ され て ゆ くの で あ っ た。

6 ．『白い 巨塔』 の 淵源 として の 学閥医学

　こ れまで の 考察か らわ か る よ うに、『白い 巨塔』 の

医師 た ちは、上 か ら下 ま で 医局 に 翻 弄 され て い る とい

え る。それ で は 、彼 ら を悩 ま し続 け る、大学病院 の 医

局 講 座 制 の 淵源 は、どこ に あるの で あろ うか。

　そ れ は、ドイ ツ か ら導入 され た学閥医学 に ある と考

え られ る。学閥医学は、教育は 勿論、学会、医療 の 実

情、医療が 関 連 す る政 治、経済 ま で 多岐 に わた っ て計

り知 れない 影響を及 ぼ して い る。

　学 閥 医学 の 始 ま りは、明 治 初期 、政 府 が漢方 医療 を

や め西 洋医療 を 日本 の 正 式な医療 と した際 に、ドイ ツ

医学 に決定 し た とき へ と遡 る。明治維新 を背景 と し て

起 こ っ た 戦争 の 負傷者を治療す る た め に は、ど うして

も西洋 医療 が 必要 で 、なか で も政府 が 必 要 と し た の は

戦争外 科医学 で あ っ た。日本政府 が なぜ 当時 日本 で 盛

ん で あっ た オ ラ ン ダや イ ギ リス 医学 で はなく、ドイ ツ

医学を採用 し た の か につ い て は諸説 が あ る。

　 政府 が ドイ ツ 医学 に 決 定 した陰 に は 、軍 医 た ちの 強

い 意見 が あっ た も の と思 われ る が．政府 の 決 断 は 近代

国 家 と して の 日本 が、帝 政 国 で あ る ドイ ツ をモ デル に

した い 意向が 強か っ た とい われ て い る。そ の 後、日本

が 軍 国主 義国家 と し て 発 展 し た こ とを想 起 して 、政府

は イギ リス の 民 主主義 を 恐れ た とい う説 もあ る。ドイ

ツ 医 学 決 定 の 根 底 に あ っ た の は 、や は りわ が 国 の 根 強

い 封建主義 で あっ た と考 え られ る 。

　1871 （明 治 4 ＞年 7 月 に、二 人の ドイ ツ 軍医 が 日本

の 医学教育を担当する た め に 来 日 し、翌年 ドイ ツ 医学

教育が開始され た。カ リキ ュ ラム は ドイ ツ の 軍医学校

の もの をそ の ま ま 目本 の 医 学校 に 持 ち込 む とい うも

の で あっ た。

　 19 世 紀 末 の ドイ ツ 医学は 、臨床重視 で は な く研 究

主 体で 、患者や臨床経験 は 医学研 究 の た め に存在 した。

実用の 医 学 とい うの もで は な く、自然科学 と し て の 医

学で 、基 礎医学、解剖学、薬学な どに カ を入 れ た。イ

ギリス やア メ リカ で は、こ う した 分野 の 研究 は 普通医

師 が 行 うもの で は なく、それ ぞれ の 自然科学者 の 専門

領域で あ る。目本 の 医師 が こ の よ うな研究をす る の は、

ドイ ツ 医 学の 伝統か ら きた もの と 思 わ れ る 。

　 医 学界に お ける 学閥 と い うも の は、同 じ大学 の 医学

部 の 卒業生 に よ っ て 作 られ る微妙 な組 織 で あ る c

一
般

の 同 窓会 の よ うな精神 的な結びつ きをは る か に 超 え

て 、上下 関係 、ポ ス トや 金 銭 的 な利害関係 が あ り、医

学教育は もちろ ん、研究や医療 の 実践 に も大 きな影響

を持 っ て い る。新聞 を賑 わ す 医 学 部 の ス キ ャ ン ダル や

付 属 病 院の 医療 ミ ス の 背後 に は、学閥心 理 が強 く働 い

て い る とい う。学閥 は、医学部や 大学病 院を 閉鎖的な

も の と し、仲間 の ミ ス は 隠蔽す るが 、他 の 学閥の 場 合

は攻撃す る。大学の 研 究 は、関連 病院の 経営 に も強大

な髴 響 力 を持 っ て い る。

　学閥の 発 祥地 は、日本 で 最初 の 大学医学教育を開始

し た現在 の 東京大学 医学部 で あ る。学閥 を推 進 した の

は 、 明治 の 医学界 に君臨 した 青山胤通で あっ た。彼 は

自分の 教え 子 を学会 の 要 職 や 教 授 と して送 り込み 、初

期 の 日本の 医学界 に 学閥を作っ て い っ た。久間圭 子 は、

　　 日本 の 学閥は、ドイ ツ 医 学の よい 面 を継承 し な い

　　で 、欠 点 で あ っ た権威的、官僚的側面を強調す る

　　よ うに な っ た。そ の 結果、官僚主義と結び っ き、

　　上 司 に 服 従す る 閉鎖 的 な 医 学組 織 が形 成 され 、今

　　 日ま で 民主主義的な患者中心の 医 療 を は ばむ 厚

　　い 壁 とな っ て い る
〔5 ）。

と指摘 し て い る。

　日本 に お け る学閥医学の 権威主義が、医療消費者 は

もちろ ん、同僚 の 医師、医学部 の 傘 下 に入 れ な い 開 業

医、医療 を担 当す る 他 の 専門職 に もた らす害は 大 きい。

権威 主 義は、相 手 に深 い 心 の 傷 を与 え、他 の 専門職 と

して の 意 欲 を阻 害 す る た め、医師 以 外 の 専門職 が 育 ち

に くい 環境 を作っ て い る。

　 『白い 巨塔』は、こ の よ うな学閥 医学 を背 景 と して

生 み 出され た もの で あ っ た とい え る で あ ろ う。

7 ．財前五郎 における倫理 的問題点

　財 前 五郎 が佐 々 木に 対 して 取っ た 行動 は 、「医療倫

理 」 の 立場か らは 如何 に考 え られ るの で あ ろ うか。

　第
…

審 に お い て 裁 判長 か ら、

　　 「で は、あなたは厳正 なる鑑定人 と して財前被告

　　に 、医 学上 の 過 失 は 全 くな か っ た と断言出来 るの

　　で すか 」
c6）

と問 わ れ た 唐木 名 誉 教 授 は、次 の よ うに 答 えて い る。

　　 「医 師が 自分の 方 法 を信奉 し、し か も学会 の 大部

　　分 か ら承認 され て い る 医 学理 論 に 基づ い て診 断

　　 し、処 置 を行 っ た 限 り、そ の 治療結果の 良否をも

　　 っ て、医 師の 過失 の 有無を判 断す べ き で は ない と

　　思 う、財前 被告の 場合 も 自分の 信 じる 方法 と理 論

　　 に基 づ い て 診 断 し、処 置 した の で あ る な らば、た
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　　ま た ま 起 とっ た不 幸な結果をもっ て 即、誤診 だ と

　 　す る こ とは医 学 的 に 妥 当で は あ りませ ん 、医 学 が

　　 日を追 っ て 進歩す る に つ れ、一一人の 医師に 複雑多

　　岐な知識 を要 求 し、医 師が そ の
一

つ
一

つ に 対 して

　　完璧 に答 えねばならぬ 義務 と責任を負わ され る

　　 こ とは 、あ ま りに も医師の 職種に 対す る 責任が 過

　　酷 に過 ぎる と も云 え ま し ょ う。し か し、私 は すべ

　　て の 点で 財前被告 に落度が なか っ た と は考 え な

　　い
。 私 の 観察す る と こ ろ、む し ろ問題 は、医 学的

　　過失その もの よ り、患者 と医師 の 人間関係、医師

　　の 倫 理 観 の 欠 如 の よ うな もの が 介在 し て 、間題 を

　　大きくし た事件 の よ うに推察され る」
（7 〕

　 こ の よ うに、「医 師 の 倫 理 観 の 欠 如 」 とい うこ と を

は っ き りと指摘 した の で ある。こ れ に 対 し て 、裁判長

が、

　　 「あなたが患者 と医師の 人間関係、医師 の 倫理を

　　持 ち 出され る な ら ば、裁 判所 と して も．そ の 点に

　　つ い て 是非 お 聞 き し た い こ と が あ り ま す、財前被

　　告 は 国際学会出席 の た め の 多忙 さに追 わ れ 、術後、

　　患者 を
一

度 も診 察 してい な い の で あ る が 、そ の 点

　　をどう考 え られ ます か」
（8 ）

と問 うた。そ れ に 対 して 、唐木名誉教授 は 、

　　 「それが 事実で あ る な ら、誠に遺憾 な こ とで す 、

　　平凡 な 言葉で あ る が、い か に 多忙 で あ ろ う と、い

　　 か に深 夜で あ ろ う と、診療を求め られ れ ば ま ず 駆

　　けつ け よ うとす るの が、医師 の 道徳だ と思 う。医

　　 師 が 人命 の 尊さを強 く意識 し、ヒ ュ
ー

マ ニ テ ィ に

　　徹底 して 尽 力 した 場合は、万
一
、そ の 死 が 納得の

　　 ゆ か ぬ 死 に 方 で あ っ た と し て も、医 師 の 真 摯 な 態

　　度が 自ら患者の 家族の 心を動か し、頭か ら裁判 に

　　 持 ち込 ま れ る よ うな こ とには ならず、患者 の 家族

　　 か ら解剖 の 承 諾 を得 る こ とす ら 出来 る も の で す、

　　医師た る者 は、悲 しみ の どん底 に い る患者 の 家族

　　 か ら進 ん で 解剖 の 申 し 出を 得 られ る ほ どの 信 頼

　　 が あ りた い もの で、それ に は学閙に対 し て 絶 えず

　　真摯 で あ る こ と、人 間 と して りっ ぱで ある こ との

　　 二 事 に尽 きます、特 に 医師 は あ ら ゆる 経験
・知

　　 識 ・技術 を兼 ね備 え な が ら も、なお、至 難な診断

　　 の
一瞬 に お い て 、限 りな い 孤 独 と不 安 に 襲 わ れ る

　　 もの で あ る か ら、こ の 医者 の 孤独 に耐え、患者の

　　 生 命 の 尊厳 を犯 す も の と最 後 ま で 闘 い 得 る こ と

　　 が、医者の 使命 で あり、倫理で あります、した が

　　 っ て 、もし本件 に お い て 、財前教授 と死 亡 した患

　　者の 間に、こ の よ うな人 間 関係 、倫理 が 存在 して

　　 い なか っ た な らば、そ れ は 財前 教授 の 人 間 性 にか

　　 か わ る 問題 で 、厳 し く 反 省 され な け れ ば な ら な

　　い 」
（9）

と答 え て い る。こ の 言 葉 に は、静 ま りか え っ た 法 廷 に

感動が 起 こ り、裁判長 も瞬時沈黙 した とい う。財前 は

こ の 3 時間ほ ど後に 、唐木名誉教授 の 言葉を思い 返 し

なが ら、愛人の ケイ子 と木津川の 堤防を歩い た。

　医学的 な辻 褄を あ わ せ る こ とば か り に狂 奔 して い

た 財前 に とっ て は 、医 師の 患者 に 対す る 倫理 を持 ち 出

して 、問題 の 所在 を問 うた 、唐木 名 誉教授 の 言 葉は、

青天 の 霹靂の よ うな
一

撃で あっ た とい う。ケ イ 子 が、

　　 「唐木 博士 の 鑑 定 は、さす が に り っ ぱね、傍聴 し

　　 て い て 、胸 を博た れ た わ 」
〔1° 〕

とい っ たの に対 して 、財 前 は 、 感 動 な ど して くれ て は

困 る、と い い 、

　　 「こ ち らは、も っ と積極 的 な援護 を期 待 し て い た

　　 ん だ、医学的に も道義的に も過失を認 め られ る べ

　　 きもの は見当た らない と、は っ き り明 言 して ほ し

　　 か っ たんだ、あ んな妙な医師の 倫理観な ど持ち 出

　　 し て 、奥 歯 に も の が は さま っ た よ うな 云 い 方 を さ

　　 れ て は、裁判官 の 心 証 形成 に どう作用す るか、心

　　配な ん だ 」
 

と い い 、さらにケ イ 子 に どの ように思 うか 閼 うて い る。

そ れ に 対 し て 、

　　　「医学的な面 か ら云 うと、こ の 裁判の 争点 とい う

　　 の は結局、あん た が手 術 した こ とに よ っ て 胸部 に

　　 転 移 して い た 癌 が急 激 に増殖 して、死 を招 い た か 、

　　 否か とい うこ とは 、ボー
ダ
ーラ イ ン すれ すれ の 問

　　 題 だ わ、けれ ど、今 目、唐木 名 誉教授 が 云 い は っ

　　 たよ うに、医者 の 人間性の 問題、つ ま り、い く ら

　　 外 国 へ 出発 前 の 多忙な最中に あっ た とは い え、術

　　 後
一
度 も 患者 を診 ず 、受 持 医 の 報告だ け で 通 り

一

　　 遍の 指示を出 した こ とは最後 ま で 問題 と して残

　　 る よ うや わ、裁 判 所 は、そ の 点 を、ど う考 え 、ど

　　 の よ うに 法律的な 責任 と結 び つ ける か、そ の 辺 が、

　　 こ の 裁 判 の 勝敗 の 鍵 を 握 る よ うな 気 が す る わ 」

　 　 Q2｝

と女子 医大を中退 した ケ イ 子 ら しい 観察を して い る。

　勝訴 した 第
一

審の 判 決の 最後で 、裁 判長は 、

　　 し か しなが ら、如 何 に 国際 学会 出発 前で 多忙で あ

　　 っ た と は い え 、里 見 医師 の 胸 部検索 に 関す る 再三

　　の 要請 を無 視 し、ま た術後
一一
度 も、患者 の 回 診を

　　 し なか っ た こ と は 、患者及 び家族 の 信 頼 に応 え る

　　べ き 立場 に ある 医師 とし て 、著 し く責任感 に 欠 け、

　　その 点、財前被告 は、医師 と して の 道義的責任 に

　　つ い て 厳 し く反省 しな けれ ば な らな い く13｝。

と述べ て い た。そ の 後、勝訴 の 報告に 訪れ た鵜飼 医 学

部 長 の 部 屋 で 、自分 を追 い 込 ん だ 里 見 か らも 、
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笠井 ： 「医療倫理 　か ら見 た 『白い 巨塔』 の 意 義 に つ い て

　　 「財前君 、
こ うい う勝 ち方 を して 、法律的責任 は

　　逃 れ られ て も、医者 と し て の 良心、倫理 に問 うて

　　み て ．君 は恥 ず か しい とは お もわ な い の か 」
［14）

とい われ、

　　 じ ゃ あ、ど うい う勝 ち方 を しろ とい うの か ね （15）

と開 き直 る が、さ らに 里見 か ら、

　　 「君 は 医者 で あ る 自分 に対 し て 、も っ と厳 し くあ

　　るべ きだ。医療 は 人 間の 祈 りだ と さえ云 われ て い

　　る。神 を畏 れ 、神 に 祈 る よ うな敬虔な心 で 、患者

　　の 生 命を尊重す る心 が な くて は、医療 に携 わ る こ

　　とは許 され な い はず だ 」
〔16）

とい わ れ、財 前も鵜飼 も何 もい えな か っ た の で あ る。

　以上 か らわ か る よ うに 、財前 五 郎に 欠け て い た の は、

医 師 と し て の 倫 理 観 で あ る。そ の 倫 理 とは、十 分 な コ

ミュ ニ ケー
シ ョ ン に 基づ く患者 との 間の 「イ ン フ ォ

ー

ム ド ・コ ン セ ン ト」 で あ る とい え る。

　そ こ で 次に、医療に おけ る 「イ ン フ t 一ム ド・コ ン

セ ン ト」 の 意味と位置づ け を確認 して お き た い 。

8 ．「イ ン フ ォ
ーム ド・

コ ン セ ン ト」

　　　　 一意味と位置づ け一

　 「イ ン フ ォ
ー

ム ド ・コ ン セ ン ト」 の 訳語 と して は、

「説 明 と同 意」が あ り、医師の 側か ら見 た場合に は 「説

明義務」 と も い われ る。国 立 国 語 研 究 所 は、な るべ く

カ タカ ナ 語 を使 わな い とい う観 点 か ら 「納得 診療 」 と

い う訳 語 も 提 案 して い る。い ず れ に せ よ、こ の 言 葉 は

医療の 際 に は、患者 へ の 「説 明、理解、同意 」 を得 た

上 で の 治療 とい う意 味で 使 わ れ る。つ ま り患者 側 の

「理 解」、「同意 」 が絶 対 に必 要 な の で あ る。

　次 に 、生命倫理 の 諸問題 の 中で、「イ ン フ ォ
ーム ド・

コ ン セ ン ト」 を研 究す る意 味 を述 べ て お く必要 が あ る。

生 命倫理 の 領域 で は、脳 死、ク ロ
ー

ン の 是非、ES 細

胞、遺伝子 操作 の 闇題 な ど、検 討 し な けれ ば な らな い

主題 は 多 くあ る。しか し こ れ らの 問題 は 重要 で は ある

が、さしあ た りは 専門 の 研 究者 と、そ の 研 究 か ら 直接

の 利 益 を得 る 患者 に とっ て し か 、切 迫 した 意味 を持た

ない 。そ れ らは、興味を引 く話 題 で は あ るが、緊 急 の

主題 で は ない 。

　 こ れに 対 し て 、イ ン フ ォ
ー

ム ド・コ ン セ ン トは 、一

応共通 認 識 とな っ て い るせ い か、も はや新聞 紙 上 で

華々 しく取 り上 げ られ る こ とは 少 な くな っ た。し か し、

何よ り も患者 に と っ て 医 師 との 関 係 の 基本 とな る も

の で あ る。我 々 だ けで なく、家族や知 人、友人 の ほ と

ん どが い ずれ は 患者とな る 。 っ ま り生 命倫理 の 問題 群

の 中で 、我 々 の 多 くが 目 常生活 の 中で 直面す る 可能性

が最 も 高い 主題 な の で あ る。

　ま た 医療 従事者 に とっ て も、日 常の 診療活 動 で 直面

し て い る倫理 問題 な の だ が、医療技術 とは違 っ て 科学

的に 判断で きない 要素もある の で、扱 い に くい 課 題 で

あ る。こ の よ うな背 景 も あ っ て、医療 従 事者 は こ の 考

え 方 を 理解 して い る よ うで は あ るの だ が、多くの 医療

裁判 で 説 明 義務違反 の 有 無 が争 点 とな っ て い る，

　 こ の 倫理観は、「説明責任」 や 「情報開示 」 とい う

祉会 に お け る要請 と も相 互 に影 響 が あ る。こ の よ うに

医療 に おけ る説明は、生命倫理 の 諸問題 の 中で い ちば

ん 身近 な もの とい うだ け で な く、説 明 に つ い て 最 も進

ん だ研究材料を 提供 して い るの で あ る。

　 「イ ン フ ォ
ーム ド・

コ ン セ ン ト」 が、理 念 と して 定

着 し て きた プ ロ セ ス は 、次の 通 りで あ る，こ の 考 え方

は、1947 年 の 「ニ ュ ル ン ベ ル ク綱 領」
Cl7） に始ま る。

こ の 綱領は 、ナ チ ス の 生 体実験 へ の 反 省 に よ っ て 定め

られ た。生体実験 は認 め られ ない
。 しか しそ れ に よ っ

て 、他 の 方法 で は 手 に 入 れ る こ とが で きな か っ た 実 験

結果が 得 られ た 。
っ ま り生体実験だ か らい け ない とい

うの で は なく、実験され た本人 の 意志 の 確認 が なか っ

た こ と が 主題 と して 浮 かび 上 が っ て きた 。

　その 後、何度か の 改正 を経て 、198L年の rg　34回世

界医師会 の 「リス ボ ン 宣 言」
〔IS）

で 、「患者 は 十分な 説

明を受けた後 に治療 を受け入れ る か または 拒否す る

権 利 を有 す る」 と明 言 され て 、患者 の 自己決 定権 を保

護す る た め の 説明が 医師に義務づ け られ た。

　 こ の 進 展 か ら 少 し遅 れ な が ら、我 が 国 で は 1985 年

に厚 生省 医 事課 編 の 『生 命 と倫 理 に つ い て 考 え る』
〔19 ）

の 中で 、「イ ン フ ォ
ーム ド・

コ ン セ ン ト」 が詳 しく述

べ られ た，

　 さら に、1990 年 に は 日本 医師会 ・生命倫理 懇談会

が 「『説明 と同意』 に つ い て の 報告」
（20）を 発表 した。

ま た 厚 生 省 が 設 置 した 柳 田邦 男 を 座長 とす る検討 会

は 、1995 年 6 月 に 「イ ン フ ォ
ーム ド・

コ ン セ ン トの

在 り方 に 関す る 検討 会報 告書」
（21〕

を提 出 し、無理 に

訳語 を作 らな い こ と、法制化 はわ が 国 にそ ぐわ ない こ

とな ど を答申し た。

　 裁 判 に お い て は、199Q 年 に、名 古屋 高裁 で リス ボ

ン 宣 言 が示 した 「イ ン フ ォ
ーム ド・コ ンセ ン ト」 が は

っ き り と認 め られ た の で 、これ 以 降わ が 国 の 裁判 に も

定着 した と考 え られ る。

9 ．パ ターナ リズ ム か らイン フ ォ
ーム ド ・

　　コ ン セ ン トヘ ーおわ りに か えて一

医療 の 現 場 に、「説明 と同 意」 とい う考 え が導 入 さ
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れ る前 に は、「パ ターナ リズ ム （Paternalism ）」
〔22 ） と

い う考え方 で 、医者は 患者 に 対応 し て い た。こ の 「パ

ターナ リズ ム 」 と は、父 権な い し神 父 を 意味 す る ラ テ

ン 語 の 「pater 」 に 由来す る言葉で 、「父親温情主義」

とか 「父 権主 義」 とも訳 され て い る。

　 こ の 言葉 の ポイ ン トは、  当人 の 利 益 の た め に、 

当人 の 代わ り に 意思決定す る こ と で あ る。ど こ の 家庭

で も、子 ど もに 対す る 「パ ターナ リズ ム 」は 当然行わ

れ て い る。

　 こ の 「パ ターナ リズ ム 」の 原則 が、従来 の 医者
一患

者関係 で も普通 で あっ た。病気の こ と に関 し て は 「専

門家 で あ る 医者」 が判断 し、患者 は 黙っ て 「医者に す

べ て お任せ 」す る必 要 があ っ た。医 者の 倫理 の 規範と

され て き た 「ヒ ポ ク ラ テ ス の 誓 い 1 も、「パ ターナ リ

ズ ム 」 の 精神で 貫 かれ て い る 。 医 者は 患者の た め を思

っ て 治療す る の だ か ら、患者は 黙 っ て 医者の 言 う通 り

に して い れ ばい い
。

「病気 の 状態は ど うで す か 」、など

と医者 に 聞 こ うとす る と、「そ ん な こ とは 私 が考 え る 」

と
一

蹴 され て しま う。さらに、「素人 の お 前に 何が分

か る 」 と付 言 され る こ と もあ る。財 前 五 郎 の 態 度 は 、

「パ ターナ リズ ム 」 そ の もの で あ っ た 。

　 こ うした 「パ ターナ リズ ム 」に基 づ く従来 の 医療 は、

封建的な 「医者一患者」関係 の よ うに見 え る 。 しか し 、

逆に 患者 は 病気 の 専門家で は な い か ら、細 か く説 明す

る と理 解が 不 十 分に な り、か え っ て 不安 に なる。そ れ

よ りも医師は 「必 ず 良 くな ります よ」 とか 「任せ て お

きな さい 」 と 父親 の よ うな立 場 か ら、信頼 させ 安 心 さ

せ る こ とを 目的 と して 患 者に 話 しか け る 。 そ の 代 わ り

一生 懸命勉強 し て 、で きる限 りの 治療 をすべ きだ とい

うもの で ある。こ の 考え方で は、患者 は医 師に 全 幅の

信頼を置い て い れ ば良 く、こ れ もま た 良好 な人 間関係

に 基 づ い た 倫理 観 で あ っ た。

　そ れ で は 、なぜ こ の 倫理観 が
一

変 し て し ま っ た の か
。

第
一

に 、 教育水 準 の 向 上 が あ げ られ る 。 そ の 結果 と し

て 人権意識 が 普及 した 。また 医学界 の 不祥事 も多発 し、
一

般人 が 医師 を 聖 職視す る こ とが 希薄 に なっ た こ と

な どが あ る、第二 に、医療技 術の 向一ヒが あ る。複数 の

治療 方 法 か ら選 択 の 可 能性 が 増え た こ と、また 慢性 疾

患に 治療の 中心 が 移っ て きて 、医師 との 協力 に よ るセ

ル フ ケ ア が必 要 に な っ た こ とが ある。こ れ らが、「パ

タ
ー

ナ リズ ム 」 か ら 「イ ン フ ォ
ー

ム ド・コ ン セ ン ト」

へ と、医 療 に お け る 倫 理観 が変 化 し た、主 要 な原因 で

あ る とい われ て い る。

　 実 際、患者や 我 々
一
般人に も、現代 で は 父 権主 義的

な医 師
一
患者 関係 は 、受 け入 れ に くい と こ ろで あ る。

も ち ろ ん 年 輩者 に は 、「お任せ しま す 」 と い う態 度 を

取 る人 も まだま だ多い 。しか し、そ れ も本入 の 自己決

定 だ と 「イ ン フ ォ
ーム ド・

コ ン セ ン トjC23）は 考え る。

そ して 、「説明 と同意 」 を共通 認 識 と して 育 っ て い る

世 代 が増 えて ゆ くこ と もは っ き り して い る。つ ま り医

療従事者 と患者 は十 分 に理 解 し あい なが ら、治療を行

わ な けれ ば な らな い とい う愚者 中心 の 医療 が、関係者

一致 し て 承認 して い る
一

つ の 理 念 と して 、社 会 の 承認

を得 て き てい る。こ の 動 き を先 取 り して、40 年前に

問題提起 を し た 『白い 巨塔』は 、現在な お 「医療 倫 理 」

上 の 意義 が あ る と い え る。
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