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「
三
世
代
平
等
長
寿
社
会
」 

１ 
だ
れ
も
が
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
社
会 

改

元

の

初

年

を

つ

つ

が

な

く

過

ご

し

お

え

て

、

新

た

な

年

を

迎

え

て

い

る

み

な

さ

ん

の

こ

の

一

年

に

期

待

し

て

訴

え

ま

す

。

と

く

に

高

齢

期

に

い

る

と

自

覚

し

て

い

る

み

な

さ

ん

に

。 

こ

と

改

ま

っ

て

訴

え

る

の

は
「

三

世

代

平

等

長

寿

社

会

」
の

創

出

に

つ

い

て

で

す

。
こ

こ

で
「

三

世

代

」
と

い

う

の

は

、
「

青

少

年

世

代

（

成

長

期

）
」
・
「

中

年

世

代

（

成

熟

期

）
」
・
「

高

年

世

代

（

円

熟

期

）
」
を

指

し

て

い

ま

す

。
あ

い

ま

い

な

言

い

方

の

よ

う

で

す

が

、

だ

れ

も

が

自

分

が

人

生

の

三

期

の

ど

こ

に

属

し

て

い

る

か

は

実

感

と

し

て

わ

か

る

も

の

。

身

近

で

わ

か

り

や

す

い

例

と

し

て

は

孫

・

子

・

自

分

の

三

代

の

そ

れ

で

し

ょ

う

か

。

長

寿

時

代

で

す

か

ら

立

場

に

よ

っ

て

は

孫

・

子

・

自

分

・

親

と

い

う

「

四

世

代

平

等

長

寿

社

会

」

を

想

定

す

る

人

も

あ

っ

て

、

こ

の

ほ

う

が

問

題

意

識

が

は

っ

き

り

し

て

い

て

、

タ

イ

ト

ル

と

し

て

も

刺

激

的

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。 

た

と

え

ば

七

〇

歳

の
「

古

希

」
を

迎

え

る

”

ぶ

ら

さ

が

り

団

塊

”

の

Ａ

さ

ん

（

一

九

五

〇

年

・

昭

和

二

五

年

生

ま

れ

）

は

、

敗

戦

の

戦

禍

の

残

る

さ

な

か

で

自

分

を

産

み

育

て

て

く

れ

た

九

四

歳

（

一

九

二

六

年

・

昭

和

元

年

生

ま

れ

）

の

母

が

健

在

で

お

り

、

団

塊

ジ

ュ

ニ

ア

と

と

も

に

就

職

氷

河

期

を

か

い

く

ぐ

っ

て

き

た

四

五

歳

の

子

ど

も

（

一

九

七

五

年

・

昭

和

五

〇

年

生

ま

れ

）

が

お

り

、

こ

れ

か

ら

二

一

世

紀

を

生

き

ぬ

く

二

〇

歳

の

孫

（

二

〇

〇

〇

年

・

平

成

一

二

年

生

ま

れ

）

が

い

る

と

い

う

四

世

代

同

居

の

一

家

で

す

。
「

わ

た

る

世

間
・
・
」
ふ

う

の

ド

ラ

マ

が

で

き

そ

う

な

家

族

で

す

。 

と

は

い

え

目

下

の

主

要

な

課

題

は
「

三

世

代

平

等

長

寿

社

会

」

の

達

成

に

あ

り

ま

す

。「

三

世

代

が

平

等

で

あ

る

社

会

」
が

旗

印

で

あ

り

、
そ

れ

を
「

長

寿
（

高

齢

化

）
」
の

進

行

し

て

い

る

時

期

に

合

わ

せ

て

達

成

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

同

時

代

を

と

も

に

生

き

る

だ

れ

も

が

安

心

し

て

暮

ら

せ

る

生

活

環

境

を

整

え

よ

う

と

い

う

の

が

、

こ

の

表

題

の

趣

意

と

い

う

こ

と

に

な

り

ま

す

。 

で

す

か

ら

現

実

に

動

い

て

い

る

「

平

等

で

な

い

社

会

、

平

等

に

向

か

っ

て

い

な

い

社

会

」

の

存

在

が

意

識

さ

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

課

題

の

解

決

の

成

果

は

次

の

世

代

に

と

っ

て

は

社

会

資

産

に

な

る

こ

と

が

ら

で

す

か

ら

、

学

生

な

ど

若

い

み

ん

な

も

将

来

の

自

分

た

ち

の

た

め

に

関

心

を

持

っ

て

ほ

し

い

と

思

い

ま

す

。 

*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 

ま

ず

は
「

人

生

六

五

年

」
か

ら
「

人

生

一

〇

〇
（

９

０

＋

１

０

）
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年

」

へ

の

意

識

の

転

回

が

求

め

ら

れ

ま

す

。

少

し

視

点

を

ず

ら

し

て

い

う

と

「

二

世

代

（

２

０

＋

４

０

）

＋α

」

型

か

ら

「

三

世

代

（

３

０

＋

４

０

＋

２

０

）

＋α

」

型

へ

の

一

気

の

転

回

で

す

。

数

字

は

基

準

値

で

す

か

ら

ご

自

分

の

実

情

に

合

わ

せ

て

足

し

引

き

す

れ

ば

い

い

で

し

ょ

う

。

得

心

が

い

か

な

け

れ

ば

、

放

っ

て

お

い

て

も

い

い

で

し

ょ

う

。 

は

る

か

遠

い

一

二

五

〇

年

前

に

五

八

歳

で

去

世

し

た

唐

の

詩

人

杜

甫

が

詠

ん

だ
「

人

生

七

十

古

来

稀

な

り

」（

曲

江

）
か

ら

七

〇

歳

が

「

古

希

」

と

呼

ば

れ

て

、

長

い

あ

い

だ

賀

寿

の

ひ

と

つ

と

さ

れ

て

き

ま

し

た

。

が

、

い

ま

や

だ

れ

も

が

「

古

希

」

に

た

ど

り

着

く

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

っ

た

「

長

寿

（

高

齢

化

）

の

時

代

」

で

あ

る

こ

と

は

、

ス

ー

パ

ー

の

売

り

場

を

眺

め

て

い

て

も

実

証

さ

れ

ま

す

。

課

題

は

そ

れ

に

見

合

っ

た

さ

ま

ざ

ま

な

場

の

し

く

み

の

変

容

が

追

い

つ

い

て

い

な

い

こ

と

に

あ

る

の

で

す

。「

人

生

一

〇

〇

年

」
の

高

齢

化

時

代

の

暮

ら

し

に

見

合

う
「

三

世

代

社

会

」

の

欠

如

で

す

。 

 

２ 

モ
ノ
づ
く
り
へ
の
高
齢
者
参
加 

令

和
（

後

平

成

）
二

年

に

は

、
一

九

五

〇
（

昭

和

二

五

）
年

生

ま

れ

の

み

な

さ

ん

が

七

〇

歳

の

「

古

希

」

に

、

そ

し

て

終

戦

の

一

九

四

五

（

昭

和

二

〇

）

年

生

ま

れ

の

み

な

さ

ん

が

七

五

歳

の

「

後

期

高

齢

者

」

に

到

達

し

ま

す

。

そ

の

間

の

団

塊

世

代

を

含

む

戦

後

生

ま

れ

の

約

一

〇

〇

〇

万

人

の

高

齢

者

が

、

稀

れ

ど

こ

ろ

か

み

ん

な

健

丈

で

元

気

に

暮

ら

し

て

い

ま

す

。

日

ま

た

一

日

を

そ

れ

ぞ

れ

の

”

自

己

実

現

“

の

た

め

に

多

様

多

彩

な

人

生

を

送

っ

て

い

る

「

平

和

団

塊

」

の

み

な

さ

ん

で

す

。 

 

本

来

な

ら

、

日

々

過

ご

し

て

い

る

地

域

の

生

活

圏

で

、

長

年

か

け

て

培

っ

て

き

て

今

も

た

い

せ

つ

に

保

っ

て

い

る

知

識

や

技

術

や

人

脈

や

資

産

を

活

か

し

て

、

高

齢

期

の

生

活

感

性

に

ふ

さ

わ

し

い

新

た

な

モ

ノ
（

サ

ー

ビ

ス

も

）
を

製

品

と

し

て

つ

く

り

、

商

品

と

し

て

流

通

さ

せ

、

家

庭

に

は

い

っ

て

生

活

用

品

と

し

て

利

用

し

て

い

る

は

ず

で

し

た

。

そ

う

い

う

モ

ノ

の

変

容

が

あ

っ

て

は

じ

め

て

高

齢

期

の

み

ん

な

の

暮

ら

し

を

豊

か

に

す

る

こ

と

が

で

き

る

か

ら

で

す

。

百

均

商

品

に

囲

ま

れ

た

家

庭

内

途

上

国

化

と

は

肌

あ

い

の

ち

が

っ

た

地

産

製

品

が

息

づ

く

和

風

の

わ

が

家

と

し

て

。 

焦

土

と

化

し

て

何

も

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

敗

戦

後

の

暮

ら

し

を

想

え

ば

、

遅

れ

て

豊

か

に

な

ろ

う

と

し

て

い

る

途

上

国

産

の

や

や

粗

雑

な

製

品

で

も

不

満

は

い

え

な

い

も

の

の

、「

丈

夫

で

長

持

ち

」

す

る

品

質

の

確

か

な

地

産

・

国

産

品

に

囲

ま

れ

て

、
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夜

戸

を

閉

じ

ず

に

「

安

眠

」

で

き

た

日

々

は

、

か

け

が

え

の

な

い

幸

せ

な

体

験

と

な

っ

て

い

ま

す

。 
そ

の

故

あ

っ

て

高

齢

者

は

敗

戦

後

の

社

会

を

復

興

・

発

展

さ

せ

た

功

労

者

と

し

て

、

み

ん

な

の

善

意

に

よ

っ

て

分

け

隔

て

な

く

“

被

扶

養

者

”

と

し

て

温

存

さ

れ

て

き

た

の

で

し

た

。

貯

金

（

自

分

の

た

め

に

蓄

え

ず

に

ゼ

ロ

の

先

人

も

い

ま

す

）

と

退

職

金

（

か

な

り

比

較

差

が

あ

り

ま

す

）

と

一

〇

〇

年

安

心

の

年

金

（

差

別

な

し

）

の

受

給

を

あ

わ

せ

て

、

だ

れ

も

が

労

苦

し

な

い

で

す

む

“

余

生

”

が

約

束

さ

れ

て

い

る

と

信

じ

て

暮

ら

し

て

い

る

の

で

す

。

と

こ

ろ

が

新

世

紀

一

九

年

に

し

て

、

二

〇

〇

〇

万

円

も

の

生

涯

生

活

費

の

不

足

が

財

務

省

か

ら

漏

れ

て

き

て

い

る

の

で

す

。 

*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 

寝

起

き

の

不

安

を

追

い

払

う

に

は

発

想

の

転

回

が

必

要

で

す

。 

「

失

わ

れ

な

か

っ

た

二

〇

年

」―
―

高

齢

者

が

年

々

増

え

て
「

高

年

世

代

」

が

形

成

さ

れ

た

こ

の

期

間

（

高

齢

化

率

二

五

％

に

達

し

た

の

は

二

〇

一

五

年

）

に

、

高

齢

者

と

な

っ

た

人

び

と

に

よ

っ

て

、

み

ず

か

ら

の

生

活

感

性

に

ふ

さ

わ

し

い

新

た

な

モ

ノ

や

サ

ー

ビ

ス

が

各

地

域

・

各

分

野

で

創

出

で

き

て

い

れ

ば

、

だ

れ

も

が

良

質

な

国

産

・

地

産

品

に

取

り

か

こ

ま

れ

て

過

ご

し

、

後

人

や

外

国

人

に

う

ら

や

ま

し

が

ら

れ

て

、

活

き

活

き

と

エ

イ

ジ

ン

グ

期

を

過

ご

す

こ

と

が

で

き

て

い

た

は

ず

で

し

た

。 

繰

り

返

し

は

老

齢

の

特

性

で

す

か

ら

何

度

も

い

い

ま

す

が

、

新

世

紀

に

入

っ

て

か

ら

の

政

治

リ

ー

ダ

ー

に

よ

る

失

政

連

鎖

が

原

因

の

結

果

な

の

で

す

。

こ

う

指

摘

し

て

も

ご

自

分

の

責

任

だ

と

思

う

政

治

家

は

ほ

と

ん

ど

い

な

い

で

し

ょ

う

。 

 

そ

ん

な

失

政

の

犯

人

探

し

よ

り

い

ま

有

効

な

の

は

、

高

齢

者

の

一

人

ひ

と

り

が

、

あ

た

か

も

泉

眼

の

よ

う

に

こ

ん

こ

ん

と

内

発

す

る

発

想

の

展

開

を

た

い

せ

つ

に

す

る

こ

と

。 

 

地

域

な

ら

伝

統

や

特

性

を

探

し

て

活

か

し

て

、

企

業

な

ら

高

年

社

員

と

社

友

が

協

力

し

て

、

既

存

の

自

社

ブ

ラ

ン

ド

の

ノ

ウ

ハ

ウ

を

活

か

し

て

新

た

な

高

年

用

の

製

品

を

発

想

・

工

夫

し

て

製

品

化

す

る

こ

と

。

既

存

の

青

少

年

（

成

長

期

）

用

、

中

年

者

（

一

般

）

用

に

高

年

者

（

円

熟

期

）

用

を

加

え

て

、

“

一

品

三

種

”

（

三

世

代

＋

女

性

対

応

が

あ

れ

ば

四

種

）

の

製

品

化

を

実

現

す

る

こ

と

に

あ

り

ま

す

。 

 

こ

れ

ま

で

は

途

上

国

型

の

若

者

や

女

性

の

「

成

長

力

」

に

よ

る

“

経

済

成

長

”

で

し

た

が

、

プ

ラ

ス

し

て

高

齢

者

の

「

成

熟

力

＋

円

熟

力

」

に

よ

る

良

質

な

国

産

・

地

産

品

に

よ

る

“

経

済

伸

長

” 

（

成

長

と

い

う

と

ま

ぎ

ら

わ

し

い

）
を

ど

う

展

開

す

る
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か

が

、

地

域

と

企

業

の

実

情

に

合

わ

せ

た

急

務

と

な

っ

て

い

る

の

で

す

。「

高

齢

者

向

け

モ

ノ

と

サ

ー

ビ

ス

を

つ

く

る

」
こ

と

は

内

需

を

安

定

さ

せ

拡

大

さ

せ

て

経

済

を

持

続

可

能

に

す

る

枢

要

な

エ

ン

ジ

ン

で

す

。

実

現

者

は

い

う

ま

で

も

な

く

、

自

立

し

参

加

し

そ

れ

を

自

己

実

現

し

よ

う

と

す

る

一

〇

〇

歳

志

向

の

高

齢

者

の

み

な

さ

ん

で

す

。 

 

３ 

国
連
の
「
高
齢
者
五
原
則
」
が
指
針 

み

な

さ

ん

は

二

〇

年

前

の

世

紀

末

一

九

九

九

年

に

は

何

歳

で

何

を

さ

れ

て

い

ま

し

た

か

。 

そ

の

と

き

国

連

は

、

二

一

世

紀

の

潮

流

と

し

て

平

和

を

ま

も

り

つ

つ

迎

え

る
「

高

齢

化

」
を

見

通

し

て

、
一

九

九

九

年

を
「

国

際

高

齢

者

年

」（I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 Y

e
a
r
 o

f
 O

l
d
e
r
 P

e
r
s
o
n
s

）

と

し

、

一

〇

月

一

日

を

「

国

際

高

齢

者

デ

ー

」

と

定

め

て

、

高

齢

者

が

自

立

し

て

「

す

べ

て

の

世

代

の

た

め

の

社

会

を

め

ざ

し

て

」

活

動

に

参

加

す

る

よ

う

呼

び

か

け

た

の

で

し

た

。 

国

連

の

掲

げ

た

「

高

齢

者

の

た

め

の

五

原

則

」

は

「

自

立

（i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e

）・
参

加
（p

a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n

）・
ケ

ア
（c

a
r
e

）・

自

己

実

現
（s

e
l
f
-
f
u
l
f
i
l
m
e
n
t

）
・
尊

厳
（d

i
g
n
i
t
y

）
」
で

す

。 

当

時

わ

が

国

は
「

高

齢

化

マ

ラ

ソ

ン

」
の

先

行

国

グ

ル

ー

プ

の

な

か

で

、

ア

ジ

ア

唯

一

の

そ

れ

も

際

立

っ

て

進

行

の

速

い

ラ

ン

ナ

ー

と

し

て

注

目

さ

れ

て

い

ま

し

た

。

国

民

の

関

心

も

広

く

あ

っ

て

、

総

務

庁

を

フ

ォ

ー

カ

ル

ポ

イ

ン

ト

（

窓

口

機

関

）

と

し

て

対

応

し

て

全

国

展

開

を

し

て

い

ま

す

。

全

国

の

自

治

体

の

関

連

事

業

は

一

〇

八

三

件

に

及

び

、

一

〇

月

一

日

に

は

東

京

都

庁

で

記

念

式

典

が

行

わ

れ

て

、

就

任

し

た

て

の

石

原

慎

太

郎

都

知

事

が

あ

い

さ

つ

を

し

て

い

ま

す

。

民

間

団

体

を

結

集

し

た

高

連

協

は

「

高

齢

者

憲

章

」

を

起

草

し

、

九

月

一

五

日

に

東

京

・

大

隈

講

堂

で

、

堀

田

力

代

表

が

報

告

し

て

い

ま

す

。

以

後

の

協

会

活

動

の

指

針

と

な

っ

て

い

ま

す

。 

そ

れ

か

ら

二

〇

年

、
「

高

齢

化

」
で

は

国

際

的

に

ダ

ン

ト

ツ

で

先

行

す

る

わ

が

国

は

、

先

進

的

な

「

高

齢

化

対

策

」

の

モ

デ

ル

事

例

を

期

待

さ

れ

な

が

ら

、「

高

齢

社

会

対

策

」
を

自

然

渋

滞

さ

せ

て

き

た

の

で

す

。「

高

齢

者

対

策

」
と

違

っ

て

世

界

に

先

例

が

な

い

ゆ

え

に

「

高

齢

社

会

対

策

」

は

、

わ

が

こ

と

と

し

て

参

加

し

て

体

現

す

る

「

高

年

世

代

」

が

不

在

の

時

期

に

は

対

策

構

想

（
「

高

齢

社

会

対

策

大

綱

」
、

一

九

九

六

年

～

）

は

準

備

し

て

あ

っ

た

も

の

の

実

質

的

な

進

展

を

み

ま

せ

ん

で

し

た

。

国

際

的

な

指

針

と

し

て

の

「

国

連

・

高

齢

者

五

原

則

」

の

う

ち

、

実

感

で

き

て

い

る

の

は

わ

ず

か

に

「

ケ

ア

」

だ

け

と

い

う

の

が

実

情

な
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の

で

す

。 

 

４ 
「
社
会
の
高

齢
化
」
へ
の
チ
ャ
ン
ス 

見

出

し

と

し

て

は

い

さ

さ

か

刺

激

的

す

ぎ

る

の

で

控

え

ま

し

た

が

、「

一

〇

〇

〇

兆

円

超

の

国

の

負

債

を

負

う

」
こ

と

が

で

き

る

と

い

え

ば

、

こ

ん

な

豪

快

な

こ

と

が

い

え

る

場

は

ほ

か

に

は

見

出

せ

な

い

で

し

ょ

う

。 

い

ま

の

政

府

の

年

度

予

算

の

立

て

方

で

は

何

年

か

か

っ

て

も

負

債

を

減

ら

せ

る

ど

こ

ろ

か

増

え

る

ば

か

り

。

公

的

な

負

債

を

負

っ

て

こ

の

国

に

生

ま

れ

て

く

る

子

ど

も

は

か

わ

い

そ

う

。

子

ど

も

が

生

め

な

い

。

そ

の

責

任

は

若

い

人

に

は

あ

り

ま

せ

ん

。

働

き

ざ

か

り

世

代

に

は

解

決

方

法

が

あ

り

ま

せ

ん

。

で

は

だ

れ

に

？ こ

こ

が

発

想

の

転

回

点

で

す

。 

 

一

九

九

九

年

の
「

国

際

高

齢

者

年

」
か

ら

こ

の

か

た

二

〇

年

、

「

高

齢

化

」

の

当

事

者

で

あ

る

高

齢

者

は

ど

う

し

て

き

た

の

で

し

ょ

う

か

。 

 

一

九

六

一

年

に

ス

タ

ー

ト

し

た
「

国

民

皆

保

険

」
、
二

〇

〇

〇

年

に

ス

タ

ー

ト

し

た

「

介

護

保

険

」

の

充

実

、

そ

し

て

最

近

で

は

自

治

体

ご

と

に

「

地

域

包

括

支

援

セ

ン

タ

ー

」

が

設

け

ら

れ

て

、

住

民

が

高

齢

期

を

安

心

し

て

暮

ら

せ

る

体

制

が

形

づ

く

ら

れ

て

き

ま

し

た

。 

周

り

を

見

て

わ

か

る

よ

う

に

、

大

方

の

高

齢

者

は

身

の

丈

い

っ

ぱ

い

の

貯

金

と

、

ほ

ど

ほ

ど

の

退

職

金

と

、

一

〇

〇

年

安

心

の

年

金

の

受

給

を

得

て

、

労

苦

し

な

い

で

す

む

“

余

生

”

を

過

ご

し

て

き

た

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

繁

栄

の

時

代

を

こ

し

ら

え

て

く

れ

た

先

人

（

功

労

者

）

に

対

す

る

後

人

の

慰

労

の

善

意

に

よ

っ

て

支

え

ら

れ

て

。

こ

ん

な

暮

ら

し

が

生

涯

に

わ

た

っ

て

約

束

さ

れ

て

い

る

と

信

じ

て

。

そ

れ

ゆ

え

に

現

役

の

時

に

培

っ

た

知

識

も

技

術

も

活

か

す

こ

と

な

し

に

。

こ

れ

が

問

題

で

あ

る

こ

と

に

気

づ

い

て

も

言

い

出

せ

な

い

で

推

移

し

て

き

た

の

で

す

。 

活

か

せ

れ

ば

可

能

に

思

わ

れ

た

自

力

に

よ

る

モ

ノ

や

サ

ー

ビ

ス

や

居

場

所

や

し

く

み

づ

く

り

。

そ

れ

に

挑

ん

で

独

自

の

特

徴

を

も

つ

そ

れ

ら

を

成

し

遂

げ

た

少

数

の

先

駆

者

が

各

地

に

い

ま

す

。

成

熟

期

・

円

熟

期

に

あ

る

人

び

と

が

保

持

し

て

暮

ら

し

て

い

る

生

活

感

性

に

、

知

識

・

技

術

・

資

産

・

人

脈

を

活

か

し

て

地

域

生

活

圏

で

の

日

々

に

新

た

な

暮

ら

し

方

を

提

供

し

み

ず

か

ら

も

実

感

で

き

て

い

る

少

数

の

先

達

が

各

地

に

い

ま

す

。 

そ

う

い

う

自

立

し

た

生

き

方

が

日

本

オ

リ

ジ

ナ

ル

の

「

高

齢
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化

社

会

」

を

形

成

す

る

プ

ロ

セ

ス

の

源

泉

な

の

で

す

。

一

つ

ひ

と

つ

の

泉

眼

な

の

で

す

。
内

か

ら

湧

き

出

る

発

想

と

そ

の

実

現

。 
そ

れ

が

見

渡

す

か

ぎ

り

水

玉

模

様

の

よ

う

に

重

な

っ

て

広

が

っ

て

大

地

を

覆

い

つ

く

す

と

き

、

総

体

と

し

て

の

日

本

社

会

の

「

高

齢

化

」

が

達

成

さ

れ

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

高

齢

化

後

進

国

が

求

め

る

モ

デ

ル

事

例

と

な

り

、

ク

ー

ル

ジ

ャ

パ

ン

の

あ

ら

た

な

対

象

と

な

り

、
後

人

の

た

め

の

資

産

と

な

る

優

良

な

m
a
d
e
 

i
n
 
j
a
p
a
n

製

品

の

宝

庫

と

な

り

、
「

三

世

代

平

等

長

寿

社

会

」

の

し

く

み

の

基

盤

と

な

る

は

ず

の

も

の

だ

っ

た

の

で

す

。 

*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 

二

〇

年

間

に

活

用

さ

れ

ず

に

失

っ

て

し

ま

っ

た

先

人

の

知

識

と

技

術

の

総

体

は

実

に

膨

大

な

も

の

と

な

っ

て

い

ま

す

。

失

っ

た

生

命

は

二

〇

年

の

あ

い

だ

に

二

三

〇

〇

万

人

を

越

え

ま

す

。 

わ

か

り

や

す

く

い

え

ば

、

失

っ

て

し

ま

っ

た

か

け

が

え

の

な

い

先

人

の

知

識

と

技

術

は

、
こ

の

間

の

社

会

保

障

費

を

相

殺

し

、

国

家

の

負

債

と

な

っ

て

い

る

一

〇

〇

〇

兆

円

超

の

過

半

の

負

担

に

堪

え

る

ほ

ど

膨

大

だ

っ

た

の

で

す

。 

善

意

で

始

ま

っ

た

と

は

い

え

、

今

ま

で

の

よ

う

な

余

生

が

い

つ

ま

で

も

許

さ

れ

る

ほ

ど

に

先

人

が

蓄

え

て

く

れ

た

国

力

に

余

裕

が

あ

る

わ

け

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

そ

の

上

に

戦

禍

を

知

ら

な

い

世

代

の

政

治

リ

ー

ダ

ー

は

、

先

人

が

こ

し

ら

え

て

く

れ

た

公

的

な

基

盤

の

上

で

、

私

的

な

仲

間

う

ち

で

サ

ク

ラ

を

見

て

バ

カ

さ

わ

ぎ

を

し

た

り

、

必

要

と

あ

れ

ば

お

札

を

刷

り

増

し

て

遊

び

戯

れ

に

興

じ

て

い

る

の

で

す

。 

何

よ

り

も
「

高

年

世

代

」
が

不

在

の

ま

ま

の

社

会

対

応

を

高

齢

化

後

進

国

に

模

倣

さ

せ

る

わ

け

に

い

か

な

い

の

で

す

。

日

本

の

高

齢

者

の

「

高

齢

世

代

」

を

意

識

し

た

こ

れ

か

ら

の

半

歩

一

歩

の

社

会

参

加

が

そ

の

ま

ま

国

際

的

な

期

待

に

沿

う

成

果

に

連

な

る

と

確

信

し

て

。

恒

例

の

「

新

年

の

会

」

な

ど

に

集

ま

っ

た

地

域

の

仲

間

や

会

社

の

社

友

と

、

旧

交

を

あ

た

た

め

持

病

を

ね

ぎ

ら

い

終

活

や

去

世

し

た

人

物

の

話

を

す

る

だ

け

で

な

く

、

「

三

世

代

平

等

長

寿

社

会

」
へ

の

あ

ら

た

な

活

動

を

語

り

あ

う

こ

と

。 

高

齢

者

が

人

口

の

四

人

に

ひ

と

り

に

達

し

て

か

ら

始

め

る

と

い

う

の

は

、

未

萌

の

領

域

へ

の

道

程

を

模

索

す

る

先

陣

と

し

て

の

わ

が

国

の

い

た

し

か

た

な

い

選

択

事

情

な

の

で

あ

っ

て

、

そ

れ

は

こ

の

国

で

の

「

三

世

代

平

等

長

寿

社

会

」

達

成

の

モ

デ

ル

事

例

が

可

能

な

チ

ャ

ン

ス

で

も

あ

る

の

で

す

。 

 

５ 

「
高
齢
者
対
策

」
と
「
高
齢
社
会
対
策
」 

高

齢

者

で

あ

る

み

な

さ

ん

は

、「

高

齢

化

」
に

対

す

る

対

策

と
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い

う

と

き

、

何

を

思

い

ま

す

か

。

ま

ず

は

ご

自

分

の

人

生

に

か

か

わ

る

医

療

、

介

護

、

そ

れ

か

ら

福

祉

と

か

年

金

と

か

・

・

。 

「

高

齢

化

」
が

世

界

一

の

速

さ

で

進

ん

で

、
人

口

に

占

め

る
「

高

齢

化

率

」

が

二

八

％

を

超

え

た

わ

が

国

で

「

高

齢

化

対

策

」

と

い

う

と

き

、

上

記

の

よ

う

な

高

齢

者

個

人

に

か

か

わ

る

「

高

齢

者

（

ケ

ア

）

対

策

」

が

中

心

に

な

る

こ

と

は

想

定

さ

れ

る

し

、

実

感

も

あ

り

ま

す

が

、

そ

れ

と

と

も

に

モ

ノ

や

サ

ー

ビ

ス

や

居

場

所

づ

く

り

や

交

通

手

段

と

い

っ

た

生

活

環

境

に

か

か

わ

る

「

高

齢

社

会

（

参

加

）

対

策

」

が

あ

る

の

で

す

。 

急

増

す

る

高

齢

者

を

対

象

に

し

た
「

高

齢

者
（

ケ

ア

）
対

策

」

の

ほ

う

は

こ

の

二

〇

年

、

財

政

上

の

負

担

に

苦

慮

し

な

が

ら

も

年

々

充

実

さ

せ

て

、

国

際

的

レ

ベ

ル

を

保

持

し

て

き

ま

し

た

。

こ

れ

は

だ

れ

も

が

身

近

に

体

験

し

て

き

た

と

こ

ろ

で

す

。 

「

高

齢

者

（

ケ

ア

）

対

策

」

だ

け

で

も

国

・

自

治

体

に

と

っ

て

は

並

大

抵

の

事

業

で

は

な

か

っ

た

の

で

す

が

、

加

え

て

「

高

年

世

代

」

の

登

場

と

と

も

に

「

高

齢

社

会

（

参

加

）

対

策

」

の

課

題

が

重

な

っ

て

き

て

い

る

の

で

す

。 

*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 

「

高

齢

社

会

（

参

加

）

対

策

」

は

社

会

の

し

く

み

の

変

容

に

か

か

わ

り

ま

す

か

ら

、
自

治

体

に

よ

っ

て

事

情

が

異

な

り

ま

す

が

、

そ

れ

ゆ

え

に

独

自

の

対

策

が

必

要

に

な

り

ま

す

。 

 

地

域

で

増

え

つ

づ

け

る

元

気

な

高

齢

者

の

み

な

さ

ん

が

参

加

し

な

い

で

い

て

は

「

少

子

高

齢

化

」

の

進

行

と

と

も

に

地

域

活

動

は

萎

縮

す

る

ば

か

り

。

人

は

い

る

の

に

人

手

不

足

に

な

っ

て

し

ま

い

ま

す

。
「

高

齢

社

会

（

参

加

）

対

策

」

に

よ

っ

て

、
「

労

働

力

減

少

」

で

は

な

く

「

労

働

力

変

容

」

を

成

し

遂

げ

る

こ

と

が

で

き

て

持

続

可

能

な

「

高

齢

化

経

済

」
（

エ

イ

ジ

ノ

ミ

ク

ス

）

の

伸

長

が

見

込

ま

れ

る

の

で

す

。

こ

れ

は

地

域

だ

け

で

は

な

く

企

業

で

も

同

様

の

重

要

な

課

題

で

す

。 

「

高

齢

者
（

ケ

ア

）
対

策

」
と
「

高

齢

社

会
（

参

加

）
対

策

」
は

両

翼

で

す

。

こ

の

二

〇

年

は

片

肺

飛

行

が

つ

づ

い

て

い

る

の

で

す

。

そ

の

間

、

世

情

の

逆

風

に

さ

ら

さ

れ

て

、

庶

民

は

「

逆

風

行

舟

」

の

状

態

で

い

る

の

で

す

。 

 

６ 

犍
陀
多
（
カ
ン
ダ
タ
）
の
話 

芥

川

龍

之

介

の

『

蜘

蛛

の

糸

』

は

大

正

７

・

１

９

１

８

年

の

作

品

で

す

か

ら

一

世

紀

前

の

こ

と

に

な

り

ま

す

。

子

ど

も

向

け

の

雑

誌

『

赤

い

鳥

』

の

創

刊

号

に

書

い

た

童

話

で

、

お

釈

迦

さ

ま

が

お

い

で

に

な

る

極

楽

と

そ

の

対

極

で

あ

る

地

獄

と

の

間

で

、
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一

筋

の

蜘

蛛

の

糸

に

す

が

っ

て

い

る

犍

陀

多

が

主

人

公

で

す

。

も

ち

ろ

ん

天

上

が

極

楽

で

す

か

ら

、

蜘

蛛

の

糸

は

極

楽

か

ら

地

獄

へ

と

垂

れ

て

い

て

、

犍

陀

多

は

そ

の

糸

に

す

が

っ

て

極

楽

へ

と

む

か

う

途

中

に

い

ま

す

。 

本

人

は

覚

え

て

い

な

い

の

で

す

が

、

悪

党

だ

っ

た

犍

陀

多

が

か

つ

て

一

匹

の

蜘

蛛

を

踏

み

つ

ぶ

さ

ず

に

助

け

て

や

っ

た

こ

と

が

あ

っ

て

、

そ

の

こ

と

か

ら

お

釈

迦

さ

ま

は

仏

界

か

ら

一

本

の

蜘

蛛

の

糸

を

下

ろ

し

て

、

地

獄

で

あ

え

い

で

い

た

犍

陀

多

を

救

っ

て

や

ろ

う

と

い

う

の

で

す

。

上

へ

い

け

ば

極

楽

へ

た

ど

り

つ

き

、

落

ち

れ

ば

ま

た

地

獄

と

い

う

中

間

で

、

犍

陀

多

が

下

を

み

る

と

、

蜘

蛛

の

糸

に

す

が

っ

て

蟻

の

よ

う

に

後

か

ら

後

か

ら

罪

び

と

た

ち

が

昇

っ

て

き

ま

す

。 

極

楽

へ

つ

な

が

る

の

は

一

筋

の

細

い

蜘

蛛

の

糸

。

た

く

さ

ん

の

人

が

ぶ

ら

さ

が

っ

て

は

重

さ

に

耐

え

き

れ

ず

に

糸

は

切

れ

て

し

ま

う

。

悪

党

で

す

か

ら

と

っ

さ

に

自

分

の

下

で

糸

を

切

る

こ

と

く

ら

い

思

い

つ

い

た

と

し

て

も

不

思

議

で

は

な

い

の

で

す

が

、

作

家

は

犍

陀

多

に

そ

ん

な

こ

と

を

さ

せ

る

い

と

ま

を

与

え

ま

せ

ん

。

犍

陀

多

は

地

獄

に

落

ち

て

い

く

こ

と

に

な

り

ま

す

。 

じ

つ

は

芥

川

の

こ

の

『

蜘

蛛

の

糸

』

の

話

に

は

元

ネ

タ

が

あ

っ

て

、

鈴

木

大

拙

が

訳

し

た

ポ

ー

ル

・

ケ

ー

ラ

ス

著

『

カ

ル

マ

（

因

果

の

小

車

）
』
か

ら

モ

チ

ー

フ

を

得

て

い

る

の

で

す

。
や

は

り

仏

陀

に

「

こ

の

糸

を

便

り

て

昇

り

来

た

れ

」

と

い

わ

れ

て

、

犍

陀

多

は

極

楽

へ

と

む

か

い

ま

す

。

が

、

同

じ

よ

う

に

後

か

ら

後

か

ら

糸

に

す

が

っ

て

昇

っ

て

く

る

人

び

と

に

気

づ

い

て

、「

去

れ

去

れ

、

こ

の

糸

は

わ

が

も

の

な

り

」

と

絶

叫

す

る

と

こ

ろ

で

糸

が

切

れ

て

地

獄

へ

落

ち

て

い

き

ま

す

。 

「

自

分

だ

け

は

」

と

願

っ

て

地

獄

へ

落

ち

て

い

く

犍

陀

多

を

見

る

大

拙

と

龍

之

介

と

が

感

じ

て

い

た

と

こ

ろ

は

同

じ

で

は

な

い

で

し

ょ

う

。

大

拙

が

関

心

を

持

つ

の

は

ひ

と

り

の

凡

夫

と

し

て

の

犍

陀

多

の

心

の

動

き

で

あ

り

、

芥

川

が

「

極

楽

と

地

獄

」

と

い

う

対

極

を

明

確

に

示

し

た

の

は

、

お

そ

ら

く

は

当

時

、

鋭

敏

な

作

家

の

眼

前

で

広

が

り

つ

つ

あ

っ

た

「

格

差

」

を

表

現

し

た

か

っ

た

か

ら

に

ち

が

い

な

い

か

ら

で

す

。 

 

７ 

「
平
和
と
平
等
」
か
ら
「
軍
事
と
格
差
」
へ 

『

蜘

蛛

の

糸

』

で

芥

川

が

表

現

す

る

よ

う

に

、

極

楽

は

単

調

で

つ

ま

ら

な

そ

う

に

思

え

ま

す

。

自

分

を

理

解

し

て

く

れ

る

よ

う

な

仲

間

は

い

な

そ

う

で

。

地

獄

か

ら

極

楽

ま

で

た

ど

る

途

中

に

他

に

何

か

別

の

世

界

が

あ

る

は

ず

で

、

で

き

る

こ

と

な

ら

そ

こ

で

下

か

ら

く

る

連

中

に

糸

を

く

れ

て

や

っ

て

塗

中

下

車

し

て

も
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い

い

と

思

っ

た

人

も

あ

る

こ

と

で

し

ょ

う

。 
芥

川

は

そ

の

の

ち

「

天

災

」

で

あ

る

関

東

大

震

災

（

大

正

１

２

・

１

９

２

３

年

）

に

遭

遇

し

て

、

東

京

下

町

の

ふ

る

さ

と

が

焼

尽

す

る
「

地

獄

」
を

み

、
「

唯

ぼ

ん

や

り

し

た

不

安

」
に

襲

わ

れ

ま

す

。

鋭

敏

な

作

家

に

の

ち

の

時

代

の

「

人

禍

＝

地

獄

」

と

な

る
「

大

東

亜

戦

争

」
（

日

中

戦

争
・
太

平

洋

戦

争

）
が

ど

こ

ま

で

予

見

さ

れ

て

い

た

か

は

知

れ

ま

せ

ん

が

、「

唯

ぼ

ん

や

り

し

た

不

安

」

に

襲

わ

れ

た

ま

ま

昭

和

２

・

１

９

２

７

年

7

月

に

自

死

し

て

し

ま

い

ま

す

。

犍

陀

多

の

糸

を

切

っ

た

の

で

す

。

将

来

に

自

分

が

生

き

き

れ

な

い

時

代

を

予

見

し

て

い

た

こ

と

は

確

か

で

す

。

そ

の

あ

と

引

き

起

こ

さ

れ

た

「

軍

国

主

義

」

に

よ

る

「

一

億

総

動

員

」

の

戦

争

・

・

。 

い

ま

「

２

０

１

１

・

３

・

１

１ 
東

日

本

大

震

災

」

の

あ

と

、

世

に

さ

ま

ざ

ま

な

「

格

差

」

が

広

が

る

な

か

で

「

軍

事

」

が

動

く

気

配

を

感

じ

て

「

不

安

」

に

襲

わ

れ

て

い

る

多

く

の

庶

民

。

信

頼

す

る

に

は

ほ

ど

遠

い

政

治

指

導

者

。

大

戦

後

７

０

年

余

を

す

ご

し

て

ま

た

「

平

和

と

平

等

」

へ

の

指

向

か

ら

「

軍

事

と

格

差

」

を

容

認

す

る

風

潮

が

広

が

り

つ

つ

あ

る

現

実

。

衣

装

を

替

え

て

現

れ

る

国

民

の

性

向

（

悪

癖

）
。 

「

自

分

だ

け

は

な

ん

と

か

」

と

願

い

な

が

ら

、

極

楽

へ

ゆ

く

こ

と

が

で

き

ず

に

地

獄

に

落

ち

て

い

く

現

代

の

犍

陀

多

。

そ

れ

で

も

自

分

の

蜘

蛛

の

糸

が

い

ち

ば

ん

遅

く

に

切

れ

る

こ

と

に

一

縷

の

望

み

を

つ

な

い

で

。 

胸

中

に

そ

れ

ぞ

れ

の

戦

禍

を

収

め

て

外

界

の

「

平

和

」

を

保

っ

た

昭

和

人

、「

平

和

と

軍

事

」
と

い

う

存

在

の

多

重

性

の

間

を

行

き

来

し

た

平

成

人

。

そ

し

て

胸

中

の

「

平

和

」

を

守

る

た

め

に

外

界

に

「

軍

隊

」

を

要

請

す

る

令

和

人

。

い

ま

「

平

和

か

ら

戦

争

へ

」

そ

し

て

「

平

等

か

ら

格

差

へ

」

と

時

代

の

振

り

子

が

戻

っ

て

ゆ

く

気

配

。 

「

１

０

０

年

人

生

」

と

い

う

長

い

高

年

期

を

得

て

も

、

将

来

へ

の

「

不

安

」

を

抱

え

て

過

ご

さ

ね

ば

な

ら

な

い

と

い

う

の

は

酷

な

話

。

そ

の

な

か

で

「

自

分

だ

け

は

な

ん

と

か

」

と

い

う

思

い

で

暮

ら

す

と

い

う

の

も

罪

な

話

。

酷

で

も

な

く

罪

で

も

な

い

穏

当

な

人

生

を

送

る

に

は

ど

う

す

れ

ば

い

い

の

か

。 

 

８ 

「

三

世

代

平

等

長

寿

社

会

」

の

す

が

た 

ま

ず

は

高

齢

者

自

身

の

「

自

立

・

参

加

意

識

」

の

醸

成

、

こ

れ

が

基

本

中

の

基

本

で

す

。

内

発

的

な

も

の

で

す

か

ら

、

こ

こ

で

左

右

を

い

え

ま

せ

ん

が

、

有

無

に

よ

っ

て

日

々

の

送

り

迎

え

に

少

し

ず

つ

較

差
（

こ

う

さ

）
が

出

る

も

の

と

想

定

さ

れ

ま

す

。 
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そ

の

上

で

さ

ま

ざ

ま

な

就

労

の

延

長

や

高

齢

起

業

に

よ

る

高

齢

社

会

に

ふ

さ

わ

し

い

モ

ノ

や

サ

ー

ビ

ス

づ

く

り

、

地

域

の

居

場

所

・

通

い

場

所

へ

の

出

入

り

な

ど

が

あ

り

ま

す

。

と

く

に

自

治

体

が

独

自

性

を

横

比

べ

で

競

っ

て

独

自

の

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

を

構

成

し

て

開

設

し

て

い

る

生

涯

学

習

施

設

（

生

涯

大

学

校

・

６

０

歳

以

上

の

住

民

が

対

象

）

で

学

ん

で

、

地

元

で

能

力

を

活

か

せ

る

活

動

の

場

を

得

る

と

と

も

に

生

涯

の

学

友

を

得

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

ま

た

「

世

代

交

代

」

し

て

退

く

の

で

は

な

く

、

同

じ

エ

リ

ア

で

エ

イ

ジ

ン

グ

を

共

に

す

る

高

年

者

と

青

少

年

と

し

て

「

世

代

交

流

」

を

す

す

め

て

、

歴

史

や

伝

統

や

特

産

を

引

き

継

ぐ

場

と

す

る

こ

と

。

介

護

や

エ

ン

デ

ィ

ン

グ

を

含

む

地

域

で

の
「

支

え

合

い
（

互

助

）
」
へ

の

参

加

、
ユ

ニ

バ

ー

サ

ル
・
デ

ザ

イ

ン

の

行

き

届

い

た

ま

ち

づ

く

り

、

安

全

な

移

動

の

確

保

・

・

そ

の

ほ

か
「

高

齢

社

会
（

参

加

）
」
づ

く

り

の

課

題

は

多

々

あ

り

ま

す

。 

地

域

で

増

え

つ

づ

け

る

高

齢

期

の

み

な

さ

ん

は

暮

ら

し

の

中

で

、「

こ

れ

は

」
と

い

う

自

分

の

生

活

感

性

に

見

合

っ

た

モ

ノ

や

サ

ー

ビ

ス

を

発

想

・

発

案

し

た

と

き

、

そ

の

ま

ま

に

せ

ず

に

製

作

が

可

能

な

企

業

や

個

人

を

探

し

あ

て

て

製

作

を

要

請

す

る

こ

と

。

自

分

ひ

と

り

の

暮

ら

し

を

快

適

に

す

る

こ

と

が

３

５

０

０

万

人

の

高

齢

者

の

暮

ら

し

を

快

適

に

し

、

経

済

伸

長

に

通

じ

る

の

だ

と

確

信

す

る

こ

と

で

す

。

そ

の

た

め

の

技

術

や

知

識

や

経

験

を

も

つ

企

業

人

や

個

人

が

必

ず

地

域

に

存

在

し

て

い

て

、

要

望

に

応

じ

て

新

た

な

モ

ノ

や

サ

ー

ビ

ス

を

作

り

出

す

。「

成

熟

＋

円

熟

製

品

」
（O

l
d
e
r
 
P
e
r
s
o
n

’s
 
G
o
o
d
s
 

Ｏ

Ｐ

Ｇ

）

の

登

場

で

す

。 

や

や

高

で

あ

っ

て

も

安

心

で

丈

夫

で

長

持

ち

す

る

「

成

熟

＋

円

熟

」
製

品
（O

l
d
e
r
 P

e
r
s
o
n

’s
 G

o
o
d
s
 

Ｏ

Ｐ

Ｇ

）
が

身

の

ま

わ

り

に

一

つ

ま

た

ひ

と

つ

と

増

え

て

暮

ら

し

を

快

適

に

す

る

。

２

０

年

余

の

あ

い

だ

、

グ

ロ

ー

バ

ル

化

で

海

外

に

し

ご

と

を

奪

わ

れ

て

い

た

中

小

企

業

の

高

年

熟

練

社

員

が

待

望

し

て

い

た

出

番

が

や

っ

て

き

て

い

る

の

で

す

。 

い

ま

そ

う

い

う

国

産

回

帰

の

方

向

に

進

ん

で

い

る

業

界

は

と

い

え

ば

、

ス

ポ

ー

ツ

・

フ

ィ

ッ

ト

ネ

ス

、

コ

ン

ビ

ニ

、

配

食

、

介

護

ロ

ボ

ッ

ト

、

ヘ

ル

ス

ケ

ア

、

住

宅

・

不

動

産

、

自

動

車

、

食

品
・
外

食

、
家

具

、
電

気

製

品

、
ペ

ッ

ト

、
衣

料

、
百

貨

店

、

旅

行

・

・

な

ど

。 

高

齢

者

の

暮

ら

し

の

さ

ま

ざ

ま

な

場

面

に

快

適

さ

を

も

た

ら

す

「

シ

ニ

ア

向

け

・

・

製

品

」

が

次

々

に

増

え

て

い

き

ま

す

。

肌

で

感

じ

ら

れ

る

ほ

ど

に

「

人

生

一

〇

〇

年

」

の

た

め

の

丈

夫
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で

長

持

ち

す

る

「

優

良

な

国

産

品

・

地

産

品

」

が

身

の

ま

わ

り

に

存

在

感

を

示

す

と

き

、

成

熟

力

＋

円

熟

力

に

よ

る

「

日

本

高

齢

化

経

済

社

会

」
の

成

立

を

示

す

総

体

の

姿

が

見

え

て

き

ま

す

。 

そ

う

し

て

は

じ

め

て

ア

ジ

ア

地

域

の

「

グ

ロ

ー

バ

ル

化

」

の

た

め

に

「

足

踏

み

」

を

し

て

待

っ

て

い

た

わ

が

国

の

各

地

各

界

の

中

小

企

業

が

動

き

出

し

、

優

良

新

製

品

の

開

発

に

挑

む

体

勢

を

整

え

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

引

退

し

た

社

友

も

参

画

し

て

、

成

員

み

ん

な

が

愛

着

を

も

っ

て

新

た

な

「

一

品

三

種

」

の

自

社

ブ

ラ

ン

ド

製

品

を

つ

く

っ

て

世

に

送

り

出

す

。

細

か

で

す

が

た

し

か

な

内

需

に

よ

る

持

続

可

能

な

「

一

億

総

活

躍

」

の

経

済

社

会

を

創

出

す

る

展

開

と

な

る

の

で

す

。

こ

れ

か

ら

の

２

０

年

、

世

界

最

速

で

高

齢

化

率

２

５

％

（

人

口

の

４

人

に

ひ

と

り

）

に

達

し

た

あ

と

も

高

齢

者

が

増

え

つ

づ

け

る

日

本

。

わ

が

国

の

高

齢

者

は

新

し

く

「

高

年

世

代

」

を

成

立

さ

せ

て

、

地

域

で

も

企

業

で

も

、
「

青

少

年

」
、
「

中

年

世

代

」
と

と

も

に
「

社

会

の

高

齢

化

」
（

成

熟

化

・

円

熟

化

）

を

す

す

め

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。 

前

人

未

到

の

「

三

世

代

平

等

長

寿

社

会

」

を

め

ざ

し

て

、

参

加

し

て

事

故

実

現

を

果

た

し

て

、

敬

愛

さ

れ

尊

厳

を

か

ち

と

っ

て

生

涯

を

終

わ

る

こ

と

。

一

人

一

つ

の

国

際

的

モ

デ

ル

事

例

を

体

現

せ

ね

ば

な

ら

な

い

の

で

す

。

止

め 


