
豊かさの逆説としての高齢化～ケアの根底にあるもの～

第

回
　「
ケ
ア
と
経
済
社
会
の
関
係
考
」

　
有
吉
佐
和
子
の
「
恍
惚
の

人
」
の
な
か
に
「
茂
造
（
主

人
公
）
と
い
う
自
然
淘
汰
に

逆
ら
っ
た
存
在
」
と
い
う
こ

と
ば
が
あ
る
。
今
日
の
認
知

症
を
は
じ
め
と
す
る
「
老
人

性
退
行
疾
患
」
の
特
性
を
要

約
し
た
表
現
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
自
然
状
態
で

は
老
い
と
い
う
現
象
は
存
在

し
な
い
。
生
殖
可
能
年
齢
を

過
ぎ
た
生
物
は
生
存
で
き
な

い
。
人
と
い
う
種
の
み
が
生

殖
可
能
年
齢
を
超
え
て
生
き

続
け
る
可
能
性
が
生
じ
た
の

は
、
人
間
の
文
明
的
営
為
の

結
果
と
し
て
の
「
老
い
」
の

発
生
以
来
で
あ
る
。

　
農
耕
社
会
の
成
立
の
な
か

で
家
族
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で

老
い
た
存
在
で
あ
る
家
族
員

を
扶
養
す
る
と
い
う
慣
行
が

成
立
し
て
か
ら
人
は
老
い
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
飢
餓
が
起
こ

る
と
扶
養
し
き
れ
な
い
老
人

を
捨
て
る
習
慣
が
存
在
し

た
。
こ
れ
が
「
楢
山
節
考
」

な
ど
で
知
ら
れ
る
棄
老
伝
説

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
棄
老

伝
説
は
豊
か
な
社
会
の
到
来

で
過
去
の
記
憶
と
い
え
る
の

だ
ろ
う
か
。

　
ヒ
ト
が
形
成
す
る
社
会
は

文
明
と
し
て
の
経
済
シ
ス
テ

ム
を
発
展
さ
せ
る
な
か
で
、

依
存
人
口
を
扶
養
す
る
シ
ス

テ
ム
と
慣
行
を
発
展
さ
せ
て

き
た
。
産
業
社
会
の
登
場
は

そ
の
あ
り
方
を
根
本
的
に
変

化
さ
せ
た
。

　
産
業
社
会
は
ヒ
ト
を
労
働

力
と
し
て
効
率
化
す
る
た
め

に
家
族
と
地
域
へ
の
依
存
か

ら
解
き
放
ち
、
自
由
な
労
働

力
移
動
を
強
制
し
、
工
業
生

産
に
投
入
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
な
か
で
、
ヒ
ト
は

家
族
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
保
護

か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
な
か
で
発
生
し
た

の
が
、
産
業
社
会
形
成
期
に

お
け
る
大
量
の
貧
困
問
題
で

あ
っ
た
。

　
こ
れ
は
自
由
主
義
を
標
榜

し
た
粗
暴
な
資
本
主
義
初
期

の
時
代
に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
あ
っ
た
。

　
そ
こ
か
ら
豊
か
さ
の
均
霑

と
と
も
に
、
依
存
人
口
の
扶

養
シ
ス
テ
ム
の
再
形
成
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

が
後
に
福
祉
国
家
の
始
ま
り

と
な
る
、
社
会
立
法
に
よ
る

依
存
人
口
の
保
護
制
度
で
あ

る
。
依
存
状
態
の
原
因
と
な

る
事
象
に
対
し
て
、
様
々
な

社
会
制
度
を
構
築
し
て
き

た
。
貧
困
救
済
の
シ
ス
テ
ム

か
ら
始
ま
り
、
所
得
保
障
の

仕
組
み
や
、
医
療
保
障
の
仕

組
み
の
構
築
が
そ
れ
で
あ

る
。

　
自
由
競
争
原
理
に
も
と
づ

き
自
立
と
能
力
主
義
を
原
理

と
し
て
産
業
化
の
結
果
と
し

成
立
し
た
豊
か
な
社
会
の
な

か
で
、
産
業
化
に
成
功
し
た

国
々
で
は
人
口
高
齢
化
が
不

可
逆
的
に
進
行
し
た
。
こ
れ

を
経
済
学
者
の
馬
場
啓
之
助

は
「
資
本
主
義
の
逆
説
」
と

呼
ん
だ
。

　
自
立
を
原
理
と
し
た
経
済

の
成
功
の
結
果
、
膨
大
な
依

存
人
口
と
し
て
の
高
齢
人
口

が
出
現
す
る
と
い
う
の
は
ま

さ
に
逆
説
と
し
か
い
い
よ
う

が
な
い
。
依
存
人
口
を
扶
養

す
る
し
く
み
を
社
会
的
ケ
ア

と
し
て
組
織
化
せ
ざ
る
を
得

な
い
事
態
が
発
生
し
た
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ケ
ア
と
い
う

言
葉
の
語
義
は
ギ
リ
シ
ャ
神

話
の
ク
ー
ラ
の
神
話
で
あ

る
。
ク
ー
ラ
（
配
慮
と
い
う

ラ
テ
ン
語
）
が
ヒ
ト
を
形
作

り
、
そ
の
所
有
権
を
こ
の
世

の
支
配
神
ユ
ピ
テ
ル
と
大
地

の
神
テ
ラ
と
争
っ
た
と
き
、

時
の
神
ク
ロ
ノ
ス
の
裁
定

で
、
生
き
て
い
る
間
は
ク
ー

ラ
の
支
配
下
に
お
か
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
と
い
う
神
話

は
、
今
世
紀
最
大
の
哲
学
者

と
い
わ
れ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

が
「
存
在
と
時
間
」
と
い
う

書
物
で
引
用
し
た
。
ケ
ア
の

語
源
を
語
る
と
き
に
、
必
ず

引
用
さ
れ
る
寓
話
で
あ
る
。

　
こ
の
意
味
は
人
間
の
存
在

そ
の
も
の
が
ケ
ア
と
必
要
と

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ケ
ア
を
担
う
部
門
が
今
日

で
は
、
経
済
社
会
で
大
き
な

位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
部
門
を
ど
の
よ
う

に
考
え
る
か
は
、
経
済
社
会

の
姿
を
考
え
る
上
で
の
試
金

石
に
な
っ
て
い
る
。

　
新
自
由
主
義
経
済
学
者
は

ケ
ア
部
門
が
経
済
社
会
の
効

率
性
を
阻
害
す
る
存
在
と
み

な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
論
理
を
突
き
つ
め
る

と
、
現
代
的
な
形
態
で
の
棄

老
シ
ス
テ
ム
の
制
度
化
を
主

張
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　
ま
さ
に
こ
の
点
の
認
識
が

現
代
の
争
点
で
あ
る
。
ケ
ア

を
排
除
し
た
「
強
い
経
済
」

と
「
強
い
国
家
」
が
果
た
し

て
、
膨
大
な
依
存
人
口
を
抱

え
た
我
が
国
の
経
済
社
会
に

お
け
る
「
善
き
社
会
」
の
姿

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
２
０
１
４
年
の
年
頭
に
当

た
り
課
題
提
起
と
し
た
い
。


