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生涯〈現役〉のすゝめ
特
集

　

三
〇
年
六
〇
〇
〇
人
の

　

パ
ネ
ル
調
査
か
ら
見
え
た
も
の

─
─
秋
山
さ
ん
は
、
今
ほ
ど
は
高
齢
化
の
影

響
が
心
配
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
一
九
八
七
年

か
ら
、
高
齢
者
の
パ
ネ
ル
調
査
を
続
け
て
こ

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

秋
山　

ち
ょ
う
ど
三
〇
年
前
に
な
り
ま
す

ね
。
当
時
、
日
本
で
は
高
齢
者
に
関
す
る
医

療
関
係
の
デ
ー
タ
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た

が
、
一
般
高
齢
者
の
生
活
に
関
す
る
国
レ
ベ

ル
の
調
査
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

生
活
の
自
立
度
や
経
済
状
態
、
社
会
関
係
が
、

年
齢
を
重
ね
る
に
従
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化

し
て
い
く
の
か
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
住

民
基
本
台
帳
を
も
と
に
全
国
か
ら
無
作
為
に

六
〇
歳
以
上
の
人
を
抽
出
し
て
、
約
六
〇
〇

生
涯
〈
現
役
〉
の
す
ゝ
め

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
◉

高
齢
社
会
は

多
様
な
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
を
支
え
る

ま
ち
づ
く
り
の
チ
ャ
ン
ス

秋
山
弘
子
・
東
京
大
学
高
齢
社
会
総
合
研
究
機
構
特
任
教
授

全
国
六
〇
〇
〇
人
の
高
齢
者
へ
の
三
〇
年
に
わ
た
る
調
査
や
、

千
葉
県
柏
市
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
の
社
会
実
験
に
取
り
組
む
秋
山
弘
子
さ
ん
に
、

高
齢
社
会
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
る
視
点
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

〇
人
を
三
年
ご
と
に
訪
問
し
て
面
接
を
す
る

と
い
う
か
た
ち
で
、
今
ま
で
に
八
回
調
査
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

膨
大
な
デ
ー
タ
の
蓄
積
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
な
か
で
も
分
析
に
力
を
入
れ
た
の
は
自

立
度
の
加
齢
に
よ
る
変
化
で
す
。
Ａ
Ｄ
Ｌ

（A
ctivities of daily living

）
な
ど
の
世
界
的

に
使
わ
れ
て
い
る
自
立
度
の
尺
度
を
使
っ
て
、

具
体
的
に
は
お
風
呂
に
入
る
、
短
い
距
離
を

歩
く
、
階
段
を
二
〜
三
段
上
が
る
と
い
う
よ

う
な
、
誰
で
も
日
常
生
活
で
す
る
よ
う
な
動

作
を
一
人
で
で
き
る
か
、
人
の
助
け
や
杖
の

よ
う
な
道
具
を
使
わ
な
い
で
で
き
る
か
ど
う

か
と
い
っ
た
非
常
に
単
純
な
質
問
を
毎
回
同

じ
方
に
尋
ね
ま
す
。

　

私
た
ち
が
知
り
た
か
っ
た
の
は
、
日
本
の

高
齢
者
は
何
歳
く
ら
い
ま
で
は
自
立
し
て
い

て
、
そ
れ
が
ど
う
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
で
低
下

し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
調
査
の

結
果
か
ら
、
男
性
の
場
合
は
三
つ
の
パ
タ
ー

ン
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
（
図
１
）。

約
二
割
の
方
は
七
〇
歳
代
に
な
る
前
に
健
康

を
損
な
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
一
割
強

の
方
が
八
〇
歳
や
九
〇
歳
に
な
っ
て
も
お
元

気
で
お
ら
れ
る
。
残
り
の
七
割
の
方
が
七
〇

歳
代
の
半
ば
ぐ
ら
い
ま
で
は
お
元
気
な
の
で

　
元
気
な
高
齢
者
が
増
え
て
も
問
題
は
な
い

─
─
先
日
、
日
本
老
年
学
会
な
ど
が
高
齢
者

の
定
義
を
七
五
歳
以
上
と
し
て
は
ど
う
か
と

提
言
し
て
話
題
を
呼
び
ま
し
た
が
、
そ
れ
に

も
符
合
す
る
よ
う
な
結
果
で
す
ね
。

秋
山　

そ
う
で
す
ね
。
あ
ち
ら
で
も
い
ろ
い

す
が
、
そ
こ
か
ら
少
し

ず
つ
自
立
度
が
低
下
し

て
い
く
の
で
す
ね
。

　

女
性
の
場
合
は
も
っ

と
極
端
で
、
一
割
強
の

方
が
七
〇
歳
代
に
な
る

前
に
亡
く
な
る
か
、
重

度
の
介
護
を
受
け
な
が

ら
の
生
活
に
な
り
ま
す

が
、
残
り
の
九
割
の
方

は
、
七
〇
歳
代
の
は
じ

め
か
半
ば
あ
た
り
か
ら
、

男
性
よ
り
も
ゆ
る
や
か

に
で
す
が
自
立
度
が
落

ち
て
い
く
と
い
う
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
（
図

２
）。

出典：秋山弘子「長寿時代の科学と社会の構想」『科学』岩波書店 , 2010 年

図２●自立度の変化パターン（女性）

87
―
89
歳

84
―
86
歳

81
―
83
歳

78
―
80
歳

75
―
77
歳

72
―
74
歳

69
―
71
歳

66
―
68
歳

63
―
65
歳

自立

死亡

手段的日常
生活動作に
援助が必要

基本的＆手段的
日常生活動作に
援助が必要

3

2

1

0

パターン②
（87.9%）

パターン①
（12.1%）

図１●自立度の変化パターン（男性）
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