
日
本
医
学
会
加
盟
の
主
な

19
学
会
の
共
同
声
明
（
平
成

16
年

9
月

30
日
）
 

 

診
療
行
為
に
関
連
し
た
患
者
死
亡
の
届
出
に
つ
い
て
 
～
中
立
的
専
門
機
関
の
創
設
に
向
け
て
～
 

 
医
療
事
故
が
社
会
問
題
化
す
る
中
、
医
療
の
安
全
と
信
頼
の
向
上
を
図
る
た
め
の
社
会
的
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
、
重
要
な
課
題
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
。

医
療
安
全
対
策
に
お
い
て
は
、
医
療
の
過
程
に
お
け
る
予
期
し
な
い
患
者
死
亡
や
、
診
療
行
為
に
関
連
し
た
患
者
死
亡
の
発
生
予
防
・
再
発
防
止
が
最
大
の
目

的
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
態
の
原
因
を
分
析
す
る
た
め
に
、
死
亡
原
因
を
究
明
し
、
行
わ
れ
た
診
療
行
為
を
評
価
し
、
適
切
な
対
応
方
策
を
立
て
、
そ
れ
を
幅

広
く
全
医
療
機
関
・
医
療
従
事
者
に
周
知
徹
底
し
て
い
く
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
事
態
に
関
す
る
情
報
が
医
療
機
関
等
か
ら

幅
広
く
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

 
ま
た
、
医
療
の
信
頼
性
向
上
の
た
め
に
は
、
事
態
の
発
生
に
当
た
り
、
患
者
や
そ
の
家
族
の
み
な
ら
ず
、
社
会
に
対
し
て
も
十
分
な
情
報
提
供
を
図
り
、
医

療
の
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
患
者
や
そ
の
家
族
（
遺
族
）
が
事
実
経
過
を
検
証
し
、
公
正
な
情
報
を
得
る
手
段
が
担
保
さ

れ
る
情
報
開
示
が
必
要
で
あ
る
。

 
 こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
医
療
の
過
程
に
お
け
る
予
期
し
な
い
患
者
死
亡
や
、
診
療
行
為
に
関
連
し
た
患
者
死
亡
に
関
し
て
何
ら
か
の
届
出
制
度
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
ど
の
よ
う
な
事
例
を
誰
が
、
何
時
、
何
に
基
づ
い
て
、
何
処
へ
届
け
る
制
度
が
望
ま
し
い
か
な
ど
に
つ
い
て
は
多
様
な
考
え
方

が
あ
り
得
る
。
 

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
ど
の
よ
う
な
事
例
を
異
状
死
と
し
て
所
轄
警
察
署
に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
ま
で

に
、
少
な
く
と
も
判
断
に
医
学
的
専
門
性
を
と
く
に
必
要
と
し
な
い
明
ら
か
に
誤
っ
た
医
療
行
為
や
、
管
理
上
の
問
題
に
よ
り
患
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
も
の
、
ま
た
強
く
疑
わ
れ
る
事
例
、
及
び
交
通
事
故
な
ど
外
因
が
関
係
し
た
事
例
は
、
警
察
署
に
届
出
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
概
ね
一
致
し

た
見
解
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
確
な
基
準
が
な
く
、
臨
床
現
場
に
は
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。
 

 

医
療
の
過
程
に
お
い
て
は
、
予
期
し
な
い
患
者
死
亡
が
発
生
し
、
死
因
が
不
明
で
あ
る
と
い
う
場
合
が
少
な
か
ら
ず
起
こ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
死
体
解
剖

が
行
な
わ
れ
、
解
剖
所
見
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
事
実
経
過
や
死
因
の
科
学
的
で
公
正
な
検
証
と
分
析
に
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
診

療
行
為
に
関
連
し
て
患
者
死
亡
が
発
生
し
た
事
例
で
は
、
遺
族
が
診
断
名
や
診
療
行
為
の
適
切
性
に
疑
念
を
抱
く
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
際
に
も
、
死
体

解
剖
を
含
む
医
療
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
医
療
従
事
者
と
遺
族
が
事
実
認
識
を
共
通
に
し
、
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
重
要
と
考
え

ら
れ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
医
療
の
過
程
に
お
い
て
予
期
し
な
い
患
者
死
亡
が
発
生
し
た
場
合
や
、
診
療
行
為
に
関
連
し
て
患
者
死
亡
が
発
生
し
た
場
合
に
、
異
状
死
届

出
制
度
と
は
異
な
る
何
ら
か
の
届
出
が
行
わ
れ
、
臨
床
専
門
医
、
病
理
医
及
び
法
医
の
連
携
の
下
に
死
体
解
剖
が
行
わ
れ
、
適
切
な
医
療
評
価
が
行
わ
れ
る
制

度
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
医
療
従
事
者
の
守
秘
義
務
、
医
療
に
お
け
る
過
誤
の
判
断
の
専
門
性
、
高
度
の
信
頼
関
係
に
基
礎
を
お
く

医
師
患
者
関
係
の
特
質
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
届
出
制
度
を
統
括
す
る
の
は
、
犯
罪
の
取
扱
い
を
主
た
る
業
務
と
す
る
警
察
・
検
察
機
関
で
は
な
く
、
第
三
者

か
ら
構
成
さ
れ
る
中
立
的
専
門
機
関
が
相
応
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
機
関
は
、
死
体
解
剖
を
含
め
た
諸
々
の
分
析
方
法
を
駆
使
し
、
診
療
経
過
の

全
般
に
わ
た
り
検
証
す
る
機
能
を
備
え
た
機
関
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
制
度
の
公
共
性
と
全
国
的
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
、
中
立
的
専
門
機

関
は
法
的
に
も
裏
付
け
ら
れ
、
そ
の
必
要
な
機
能
の
一
部
に
は
医
療
関
連
の
行
政
機
関
の
関
与
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

更
に
、
届
出
事
例
に
関
す
る
医
療
従
事
者
の
処
分
、
義
務
的
な
届
出
を
怠
っ
た
場
合
の
制
裁
の
あ
り
方
、
事
故
情
報
の
公
開
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
も
今

後
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 以
上
に
よ
り
、
医
療
の
安
全
と
信
頼
の
向
上
の
た
め
に
は
、
予
期
し
な
い
患
者
死
亡
が
発
生
し
た
場
合
や
、
診
療
行
為
に
関
連
し
て
患
者
死
亡
が
発
生
し
た

す
べ
て
の
場
合
に
つ
い
て
、
中
立
的
専
門
機
関
に
届
出
を
行
な
う
制
度
を
可
及
的
速
や
か
に
確
立
す
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
管
轄
省
庁
、
地
方
自
治
体

の
担
当
部
局
、
学
術
団
体
、
他
の
医
療
関
連
団
体
な
ど
と
連
携
し
、
在
る
べ
き
「
医
療
関
連
死
」
届
出
制
度
と
中
立
的
専
門
機
関
の
創
設
を
速
や
か
に
実
現
す

る
た
め
結
集
し
て
努
力
す
る
決
意
で
あ
る
。
 

 平
成

16
年

9
月

30
日
 

 

 

社
団
法
人
日
本
内
科
学
会

 
社
団
法
人
日
本
外
科
学
会
 

社
団
法
人
日
本
病
理
学
会
 

日
本
法
医
学
会
 

     

社
団
法
人
日
本
医
学
放
射
線
学
会
 

財
団
法
人
日
本
眼
科
学
会
 

有
限
責
任
中
間
法
人
日
本
救
急
医
学
会
 

社
団
法
人
日
本
形
成
外
科
学
会
 

社
団
法
人
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
 

社
団
法
人
日
本
耳
鼻
咽
喉
科
学
会
 

社
団
法
人
日
本
小
児
科
学
会
 

社
団
法
人
日
本
整
形
外
科
学
会
 

社
団
法
人
日
本
精
神
神
経
学
会
 

社
団
法
人
脳
神
経
外
科
学
会
 

社
団
法
人
日
本
泌
尿
器
科
学
会
 

社
団
法
人
日
本
皮
膚
科
学
会
 

社
団
法
人
日
本
麻
酔
科
学
会
 

社
団
法
人
日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
会
 

日
本
臨
床
検
査
医
学
会
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今
後

の
医

療
安

全
対

策
に

つ
い

て
（

抜
粋

）
 

医
療

安
全

対
策

検
討

会
議

報
告

書
（

平
成

1
7
年

6
月

）
 

 

２
．

医
療

事
故

等
事

例
の

原
因

究
明

・
分

析
に

基
づ

く
再

発
防

止
対

策
の

徹
底

 
 

【
当

面
取

り
組

む
べ

き
課

題
】

 
（

２
）

医
療

関
連

死
の

届
出

制
度

・
中

立
的

専
門

機
関

に
お

け
る

医
療

関
連

死
の

原
因

究
明

制
度

及
び

医
療

分
野

に
お

け
る

裁
判

外
紛

争
処

理
制

度
 

事
故

事
例

等
に

基
づ

く
対

策
と

し
て

、
こ

れ
ま

で
ヒ

ヤ
リ
・
ハ

ッ
ト

や
事

故
等

の
事

例
を

匿
名

で
収

集
す

る
こ

と
に

よ
り

、
発

生

予
防
・
再

発
防

止
対

策
を

講
じ

て
き

た
が

、
事

故
等

に
つ

い
て

第
三

者
が

原
因

究
明

を
行

う
こ

と
等

に
つ

い
て

は
、
こ

れ
ま

で
具

体

的
な

検
討

が
進

ん
で

こ
な

か
っ

た
。
し

か
し

、
平

成
１

６
年

９
月

に
日

本
医

学
会

の
基

本
領

域
１

９
学

会
に

よ
り

、
医

療
関

連
死

の

届
出

と
行

政
機

関
の

関
与

も
含

め
た

中
立

的
専

門
機

関
に

お
け

る
原

因
究

明
の

制
度

の
実

現
を

求
め

る
共

同
声

明
が

出
さ

れ
た

こ

と
を

受
け

、
国

が
平

成
１

７
年

度
か

ら
「

診
療

行
為

に
関

連
し

た
死

亡
の

調
査

分
析

モ
デ

ル
事

業
」
を

実
施

す
る

こ
と

と
し

た
こ

と

に
端

を
発

し
、

こ
う

し
た

制
度

に
関

す
る

検
討

が
急

速
に

進
ん

で
き

た
。

 
医

療
事

故
の

届
出

、
原

因
分

析
、
裁

判
外

紛
争

処
理

制
度

及
び

患
者

に
対

す
る

補
償

制
度

等
に

つ
い

て
は

、
一

体
と

し
て

検
討

す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

が
、
異

状
死

の
定

義
、
中

立
性
・
公
平

性
の

確
保

方
策

、
死

亡
以

外
の

事
例

へ
の

対
応

の
必

要
性

等
を

は
じ

め

と
し

て
様

々
な

課
題

の
整

理
等

が
求

め
ら

れ
る

上
、

人
的

や
財

政
的

な
検

討
も

必
要

と
な

る
。

 
こ

の
た

め
、

こ
れ

ら
の

検
討

に
当

た
っ

て
は

、
ま

ず
、

次
の

事
項

に
つ

い
て

着
手

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
①

 
「

診
療

行
為

に
関

連
し

た
死

亡
の

調
査

分
析

モ
デ

ル
事

業
」
を

実
施

す
る

中
で

課
題

の
整

理
を

行
う

と
と

も
に

、
事

業
実

績
等

に
基

づ
き

制
度

化
等

の
具

体
的

な
議

論
の

際
に

必
要

と
な

る
基

礎
資

料
を

得
る

。
 

②
 
医

療
機

関
、

医
療

従
事

者
や

患
者

遺
族

等
と

の
調

整
、

調
停

を
担

う
人

材
の

養
成

方
法

等
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

医
療

安
全

対
策

検
討

会
議

：
 

医
政

局
長

及
び

医
薬

食
品

局
長

の
私

的
懇

談
会

）
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   ○
 
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
 

健
康

保
険

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

案
及
び

良
質

な
医

療
を

提
供

す
る

体
制

の
確

立
を

図
る

た
め

の
医

療
法

等
の

一
部

を
改

正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
抜
粋
）
（
平
成
１
８
年
６
月
１
３
日
）
 

  
政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。
 

１
９
、
医
療
事
故
対
策
に
つ
い
て
は
、
事
故
の
背
景
等
に
つ
い
て
人
員
配
置
や
組
織
・
機
構
な
ど
の
観
点
か
ら
調
査
分
析
を
進
め
る
と

と
も
に
、
医
師
法
第
２
１
条
に
基
づ
く
届
出
制
度
の
取
扱
い
を
含
め
、
第
三
者
機
関
に
よ
る
調
査
、
紛
争
解
決
の
仕
組
み
等
に
つ

い
て
必
要
な
検
討
を
行
う
こ
と
。
 

    ○
 
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
 

「
安
全
で
質
の
高
い
医
療
の
確
保
・
充
実
に
関
す
る
件
」
に
つ
い
て
決
議
（
抜
粋
）
 
（
平
成
１
８
年
６
月
１
６
日
）
 

 

 
 
 
特
に
、
志
の
高
い
医
療
従
事
者
が
患
者
の
生
命
を
救
い
健
康
を
守
る
た
め
に
、
自
ら
の
技
量
を
十
分
に
発
揮
し
、
安
心
し
て
本
来

の
医
療
業
務
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
医
師
確
保
対

策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
小
児
救
急
医
療
・
周
産
期
医
療
に
係
る
勤
務
医
、
看
護
職
員
等
の
労
働
環
境
の
向
上
や
医
療

安
全
の
推
進
を
図
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
医
療
事
故
等
の
問
題
が
生
じ
た
際
に
、
医
療
行
為
に
つ
い
て
第
三
者
的
な
立
場
に
よ
る
調

査
に
基
づ
く
公
正
な
判
断
と
問
題
解
決
が
い
つ
で
も
得
ら
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
等
環
境
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
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医療以外の分野における原因究明等を行う仕組み(例) 

 

１ 航空・鉄道事故調査委員会について 

【航空・鉄道事故調査委員会設置法（昭和四十八年十月十二日法律第百十三号）（抜粋）】  

第一条  この法律は、航空事故及び鉄道事故の原因並びにこれらの事故に伴い発生した

被害の原因を究明するための調査を適確に行わせるとともに、これらの事故の

兆候について必要な調査を行わせるため航空・鉄道事故調査委員会を設置し、

もつて航空事故及び鉄道事故の防止並びにこれらの事故が発生した場合にお

ける被害の軽減に寄与することを目的とする。   

第二条  国土交通省に、航空・鉄道事故調査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第五条 委員会は、委員長及び委員九人をもつて組織する。 

第十四条  委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。   

【取扱い件数（平成１７年）】（航空・鉄道事故調査委員会ホームページ

http://araic.assistmicro.co.jp/index.htmlより） 

・航空事故：２３件 

・鉄道事故：２４件 

 

２ 海難審判庁について 

【海難審判法（昭和二十二年十一月十九日法律第百三十五号）（抜粋）】 

第一条  この法律は、海難審判庁の審判によつて海難の原因を明らかにし、以てその発

生の防止に寄与することを目的とする。 

第四条  海難審判庁は、海難の原因について取調を行い、裁決を以てその結論を明らか

にしなければならない。  

○２  海難審判庁は、海難が海技士（船舶職員及び小型船舶操縦者法 （昭和

二十六年法律第百四十九号）第二十三条第一項 の承認を受けた者を含

む。以下同じ。）若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又

は過失によつて発生したものであるときは、裁決をもつてこれを懲戒

しなければならない。  

○３  海難審判庁は、必要と認めるときは、前項の者以外の者で海難の原因に

関係のあるものに対し勧告をする旨の裁決をすることができる。 
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第八条  国家行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項 の規定に基づ

いて、国土交通大臣の所轄の下に、海難審判庁を置く。 

第八条の二  海難審判庁は、海難の原因を明らかにし、もつてその発生の防止に寄与す

ることを任務とする。 

【組織】（海難審判庁ホームページ http://www.mlit.go.jp/maia/index.htm より） 

・地方海難審判庁は、函館、仙台、横浜、神戸、広島、門司、長崎に置かれ、那覇には

門司の支部が設けられ、海難事件の第一審としての審判を行う。 

・高等海難審判庁は、東京に置かれ、第一審の裁決に不服のある者の請求に基づき、第

二審としての審判を行う。 

・海難審判理事所は、理事官の行う事務 （海難の調査、審判の請求と立会い、裁決の執

行）を統轄するための機関で、東京に置かれている。 

・地方海難審判理事所は、地方海難審判庁の所在地にそれぞれ置かれ、那覇には門司の

支所が設けられている。 

【取扱件数（平成１７年）】（「海難レポート２００６」より抜粋） 

地方海難審判庁（第一審）裁決件数 ：７３２件 
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