
て
を
こ
な
さ
れ
る
八
〇
歳
代
の
方
も
お
ら
れ
ま
す
︒
診
察
時
に

は
い
つ
も
人
生
の
先
輩
の
生
き
様
を
伺
い
︑
自
分
の
日
々
に
活

用
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒
ま
た
︑
差
し
支
え
な

い
範
囲
で
︑
ほ
か
の
人
の
指
針
と
な
る
部
分
を
利
用
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒

　

七
〇
歳
を
す
ぎ
る
と
一
年
一
年
︑
老
化
を
実
感
し
ま
す
︒
昨

年
で
き
て
い
た
こ
と
が
今
年
は
し
に
く
い
と
い
う
実
感
で
す

︵
図
１
︶︒
そ
れ
で
も
ま
だ
七
〇
歳
代
は
就
労
も
可
能
で
す
し
︑

男
女
と
も
に
四
〇
％
の
方
々
が
仕
事
に
つ
い
て
お
ら
れ
ま
す
︒

六
五
歳
以
上
の
就
労
率
は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
︵
図
２
︶︒

　

近
年
は
次
の
季
節
が
前
倒
し
で
き
た
り
し
て
気
候
の
推
移
が

は
っ
き
り
し
な
く
な
り
︑
一
年
に
明
確
な
四
季
が
あ
っ
た
頃
を

忘
れ
そ
う
で
す
︒
今
春
は
花
粉
症
で
お
困
り
の
方
が
多
く
︑
体

調
不
安
定
の
人
も
多
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
︒
さ
て
今
年
は

ど
ん
な
酷
暑
が
く
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

拙
著
﹁
生
き
続
け
る
と
い
う
こ
と
﹂
と
い
う
本
の
紹
介
を
し

な
が
ら
生
老
病
死
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
︑
私
が
あ
る
雑

誌
で
連
載
を
始
め
た
の
は
五
〇
歳
代
の
こ
と
で
し
た
︒

　

京
大
病
院
で
難
病
患
者
さ
ん
の
診
療
に
携
わ
り
︑
夜
中
の
呼

び
出
し
や
解
剖
立
ち
会
い
が
体
力
的
に
き
つ
い
な
あ
と
思
い
始

め
て
い
た
頃
で
し
た
︒
ら
い
病
の
青
年
の
﹁
命
の
初
夜
﹂︑
旅
先

で
の
死
を
描
い
た
﹁
ベ
ニ
ス
に
死
す
﹂︑
認
知
症
の
先
駆
け
小
説

で
あ
る
﹁
恍
惚
の
人
﹂
な
ど
百
冊
を
紹
介
し
︑
自
分
の
思
い
や

考
え
も
書
い
て
︑
二
冊
の
単
行
本
を
刊
行
で
き
ま
し
た
︒

　

昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
は
︑
僅
か
半
年
以
内
で
母
と
仕
事

の
先
輩
を
見
送
り
ま
し
た
︒
母
は
百
五
歳
と
い
う
高
齢
で
大
き

な
病
に
か
か
る
こ
と
な
く
逝
き
ま
し
た
︒
恩
師
は
難
病
と
一
年

半
戦
い
︑
高
齢
者
医
療
に
つ
い
て
自
分
の
経
験
と
知
識
か
ら
多

く
の
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
逝
か
れ
ま
し
た
︒
年
齢
を
重
ね
︑
患

者
さ
ん
や
知
人
の
老
い
に
関
わ
る
様
々
な
言
葉
も
︑
毎
日
︑
伺

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒

　

外
来
診
療
で
は
八
五
歳
の
お
元
気
な
ご
夫
婦
が
︑
二
人
で
よ

く
︑
こ
の
頃
は
︑
私
達
は
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
死
ね
る
の
か
︑

子
ど
も
た
ち
に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
か
ら
と
︑
日
夜
話
し
合

う
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
ま
し
た
︒
一
人
暮
ら
し
の
高

齢
者
は
︑
訪
問
看
護
や
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
て
い

る
人
も
ぼ
ち
ぼ
ち
増
え
て
き
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
一
人
で
す
べ

　

欧
米
︵
米
国
︑
ド
イ
ツ
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
︶
と
比
べ
る
と
︑
日

本
人
の
高
齢
に
な
っ
て
も
働
き
た
い
理
由
の
第
一
は
収
入
で
す

が
︑
健
康
に
よ
い
か
ら
と
答
え
た
割
合
で
は
日
本
が
二
四
・
八

％
と
一
番
多
く
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
一
六
・
九
％
︑
米
国
一
四
・

九
％
︑
ド
イ
ツ
一
四
・
八
％
と
い
う
結
果
が
︑
内
閣
府
の
高
齢

者
の
生
活
と
意
識
調
査
国
際
比
較
で
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
︒

八
〇
歳
代
か
ら
は
本
当
の
老
後
、
老
化
と
向
き
合
う

　

高
齢
者
の
統
計
は
︑
今
ま
で
の
と
こ
ろ
六
五
歳
以
上
と
い
う

の
が
ほ
と
ん
ど
で
︑
実
臨
床
で
み
て
い
る
本
当
の
高
齢
期
︑
八

〇
歳
以
上
の
﹁
生
き
る
と
い
う
こ
と
﹂
に
つ
い
て
は
︑
団
塊
の

世
代
が
迎
え
る
多
死
社
会
に
直
面
し
て
多
く
の
課
題
が
あ
り
ま

す
︒
私
の
印
象
で
は
︑
八
〇
歳
を
こ
え
る
と
本
格
的
に
老
化
と

む
き
あ
う
の
だ
と
思
い
ま
す
︒
発
病
率
も
高
く
な
り
︑
歩
行
能

力
︑
抵
抗
力
な
ど
な
ど
︑
予
備
力
の
低
下
は
明
ら
か
と
な
っ
て

き
ま
す
︒
特
に
︑
八
五
歳
が
一
つ
の
区
切
り
か
な
と
思
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
︒

　

思
い
の
外
︑
難
し
い
病
に
か
か
り
︑
闘
病
の
日
々
に
よ
る
衰

弱
︵
病
気
︑
治
療
薬
︑
安
静
︶
で
日
常
生
活
の
質
が
低
下
し
て

く
る
の
で
す
︒
そ
の
背
景
に
は
︑
苦
し
い
闘
病
生
活
︑
厳
し
い

経
済
問
題
︑
受
け
皿
と
し
て
の
家
庭
や
施
設
の
問
題
︑
高
齢
者

は
病
院
に
収
容
さ
れ
る
と
衰
弱
が
進
行
し
︑
病
気
よ
り
も
早
く

立
ち
直
れ
な
く
な
る
こ
と
な
ど
︑
多
く
の
課
題
が
あ
り
ま
す
︒

八
〇
歳
代
に
必
要
な
の
は
、
お
だ
や
か
な
医
療
と
ケ
ア

　

ま
だ
ま
だ
元
気
な
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
︑
一
般
的
に
は
︑
八

〇
歳
代
を
う
ま
く
生
き
延
び
る
た
め
に
︑
患
者
さ
ん
も
医
療
関

係
者
も
︑
相
互
に
理
解
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
り
そ
う
で
す
︒

八
〇
歳
代
の
十
の
心
得
と
で
も
い
う
こ
と
を
書
い
て
み
ま
し
た

︵
表
１
︶︒
一
人
で
実
践
す
る
に
は
︑
や
は
り
気
力
維
持
が
必
要

で
す
ね
︒
で
も
︑
頑
張
り
ま
せ
ん
か
︒

　

日
々
︑
十
の
心
得
を
実
践
し
て
い
て
も
︑
ひ
と
た
び
病
気
に

な
る
と
病
院
に
行
き
︑
医
師
は
検
査
入
院
か
治
療
入
院
を
年
齢

に
関
係
な
く
指
導
す
る
こ
と
が
多
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
︒
短
い

入
院
な
ら
︑
高
齢
者
も
心
身
と
も
に
衰
弱
し
た
り
認
知
に
な
ら

ず
に
退
院
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
︑
長
い
入
院
︑
頻
回
の
入
退

院
の
繰
り
返
し
と
な
り
ま
す
と
︑
現
在
の
病
院
は
︑
基
本
的
に

急
性
期
医
療
の
た
め
の
入
院
と
い
う
構
造
で
︑
高
齢
者
に
も
対

応
す
る
の
で
す
︒
こ
の
こ
と
は
︑
松
田
道
雄
先
生
︵
小
児
科
医
︶

が
九
〇
歳
に
な
っ
て
︑﹁
安
楽
に
死
に
た
い
﹂
と
い
う
本
︵
岩
波

書
店
︑
一
九
九
七
年
︶
の
中
で
書
か
れ
て
い
ま
す
が
︑
二
五
年

経
過
し
て
も
基
本
的
な
と
こ
ろ
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
す
︒

違
う
と
こ
ろ
は
︑
昔
の
日
本
で
は
︑
老
人
た
ち
は
自
宅
で
家
族

に
何
と
か
看
取
ら
れ
︑
医
師
が
往
診
し
て
︑
大
し
た
治
療
な
し

に
い
わ
ゆ
る
極
楽
往
生
︵
一
種
の
安
楽
死
︶
が
で
き
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？  

松
田
先
生
は
︑こ
れ
を
﹁
老
衰
の

病
人
が
楽
に
死
ぬ
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
日
本
の
文
化
で
す
﹂

と
書
か
れ
て
い
ま
す
︒

　

ま
た
︑
ひ
と
た
び
病
気
で
入
院
す
る
と
高
齢
者
で
も
︑
医
師

の
救
命
・
延
命
至
上
主
義
で
過
剰
と
も
い
え
る
医
療
行
為
を
う

け
ね
ば
な
ら
な
い
と
も
︒
し
か
し
現
在
で
は
︑
こ
れ
は
必
ず
し

も
当
て
は
ま
ら
ず
︑
悪
性
疾
患
な
ど
で
は
︑
ホ
ス
ピ
ス
︑
緩
和

医
療
︑
在
宅
医
療
が
か
な
り
普
及
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
︒

し
か
し
︑
個
々
の
患
者
さ
ん
を
診
て
い
ま
す
と
︑
医
師
が
妥
当

な
治
療
を
せ
ず
に
安
易
に
ホ
ス
ピ
ス
を
勧
め
た
り
︑
ホ
ス
ピ
ス

に
は
な
か
な
か
入
れ
な
い
場
合
も
あ
り
︑
自
宅
で
看
取
れ
る
家

族
構
成
は
確
か
に
ほ
と
ん
ど
な
い
の
が
現
状
で
す
︒

　

一
番
つ
ら
い
声
は
︑
高
齢
の
患
者
さ
ん
が
子
供
に
遠
慮
す
る

だ
け
で
な
く
︑
子
供
も
余
裕
が
な
く
︑
患
者
さ
ん
が
﹁
私
は
︑

ど
こ
に
も
行
く
と
こ
ろ
が
な
い
﹂
と
嘆
か
れ
る
こ
と
で
す
︒
緊

急
の
状
態
で
︑
診
療
所
か
ら
救
急
車
を
だ
す
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
︑
救
急
病
院
か
ら
帰
る
と
こ
ろ
が
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
し
︑

実
際
に
︑
救
急
病
棟
の
医
師
が
患
者
さ
ん
が
妥
当
に
帰
る
と
こ

ろ
が
な
い
の
が
悩
み
で
す
と
話
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　

松
田
先
生
曰
く
︑
憲
法
一
三
条
に
は
︑
生
命
︑
自
由
︑
幸
福

追
求
は
国
民
の
権
利
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
貧
困
︑
病
気
に

な
る
と
︑
生
命
へ
の
対
応
が
現
在
の
医
療
と
介
護
と
の
経
済
的
︑

制
度
的
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
き
わ
め
て
不
安
定
な
状
態
と
な
り
︑

自
由
や
幸
福
の
追
求
は
絵
に
か
い
た
餅
に
な
る
の
で
す
︒

　

母
は
よ
く
話
し
て
く
れ
ま
し
た
︒﹁
お
ま
え
も
︑
私
の
年
に

な
っ
て
み
た
ら
︑
こ
の
し
ん
ど
さ
が
わ
か
る
の
だ
ろ
う
ね
﹂
と
︒

松
田
道
雄
先
生
の
言
葉
を
借
り
ま
す
と
︑﹁
高
齢
と
な
る
と
︑

体
力
が
落
ち
る
だ
け
で
な
く
︑
も
の
の
考
え
方
も
か
わ
っ
て
き

ま
し
た
︒
そ
れ
は
︑
死
ぬ
の
が
近
づ
い
た
気
配
を
い
つ
も
感
じ

る
こ
と
で
す
︒―

―

こ
わ
い
の
は
︑
息
を
ひ
き
と
る
前
に
病
院

で
い
ろ
い
ろ
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
﹂︒

　

私
の
難
病
の
患
者
さ
ん
︑
高
齢
の
患
者
さ
ん
か
ら
も
︑﹁
先
生
︑

私
は
ど
の
よ
う
に
死
ぬ
の
で
し
ょ
う
か
？
﹂
と
︑
よ
く
聞
か
れ

ま
す
︒
最
後
の
状
況
に
つ
い
て
考
え
を
巡
ら
し
た
り
し
て
い
た

医
師
で
あ
る
私
も
︑
最
近
で
は
︑
死
ぬ
こ
と
と
は
医
療
と
介
護
︑

個
人
と
社
会
の
大
き
な
課
題
な
の
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
︒

　
﹁
よ
く
死
ぬ
こ
と
は
︑
よ
く
生
き
る
こ
と
﹂
こ
れ
は
個
人
的
な

こ
と
で
は
な
く
︑
こ
の
社
会
の
構
造
の
あ
り
か
た
に
も
強
く
か

か
わ
る
こ
と
な
の
で
す
︒
中
央
診
療
所
で
は
︑
高
齢
者
の
患
者

さ
ん
た
ち
と
寄
り
添
っ
て
︑
こ
の
課
題
を
考
え
て
い
き
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
︒

所
長　

長
井
苑
子
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表１  80歳からの生活指針

１.

２.
３.
４.

５.

６.

７.

８.

９.

10.

まず年齢を自覚すること（無理しない、ええ加減
がよい加減）。
病気とうまく付き合えるように。
薬は、なるべく少なく。
患者さんの状態をしっかり聞いて対応してもらえ
る「かかりつけ医」をさがすこと。
医師とのリンクを強めるために、訪問看護、訪問
介護をうまく利用すること。
基礎体力つくり、リハビリなどは、自分で日々継
続できるように（身体は資本、継続は力）。
冷蔵庫の残り物から工夫して、最低３種類以上
を食べよう（栄養は体を作る）。
歩いて外出したり、人との交流などから心身の
刺激を（今日の用：教養、今日の行く処：教育）。
独りの時間に、読み（声に出す）、手書き（事務日
記など）、単純計算、家計簿つけなどをしよう。
どのように死ぬかで悩まずに、死ぬまで生きよう
と一日一日を前向きに。

No.11

図２  労働力人口に占める65歳以上の割合の推移
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図１  高齢者の健康状態調査（65歳以上）
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