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今
日
の
我
が
国
で
は
、
「
長
寿
研
究
」
の
名
の
下
に
、
老
人
問
題

や
老
化
の
基
礎
的
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
い

っ
た
い
、
こ
れ
だ
け
わ
が
国
の
保
健
行
政
、
政
府
高
官
あ
る
い
は

大
学
研
究
者
を
揺
り
動
か
す
「
長
寿
科
学
」
な
る
巨
大
科
学
と
は

何
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
解
の
一
つ
の
方
法
は
、
わ
が
国
の
「
長
寿
科
学
」
の
誕

生
と
発
展
の
歴
史
を
吟
味
す
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

長
寿
に
関
す
る
研
究
が
興
隆
し
て
き
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
昔
の

こ
と
で
は
な
い
。
戦
前
は
、
日
本
本
土
で
も
沖
縄
で
も
、
目
前
の

疾
病
に
苦
し
ん
で
い
る
人
々
を
救
う
た
め
個
々
の
具
体
的
疾
病
の

治
療
を
主
眼
と
し
た
調
査
研
究
が
主
流
で
あ
り
、
こ
れ
は
当
然
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
長
寿
そ
の
も
の
に
着
目
し
た
研

究
や
著
書
は
意
外
に
少
な
い
。
た
だ
し
そ
の
後
、
社
会
の
平
和
と

安
定
、
個
人
の
生
活
に
ゆ
と
り
が
生
じ
る
と
同
時
に
、
長
寿
に
っ
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我
が
国
で
の
、
広
義
に
お
け
る
「
健
康
と
長
生
き
」
の
研
究
に

つ
い
て
は
、
中
国
の
神
仙
思
想
の
影
響
を
受
け
て
平
安
時
代
に
「
医

心
方
」
を
撰
述
し
た
丹
波
康
頼
か
ら
、
我
が
国
独
自
の
養
生
論
が

展
開
さ
れ
た
江
戸
時
代
に
活
躍
し
た
学
者
諸
氏
ま
で
少
な
く
と
も

数
名
の
先
達
が
挙
げ
ら
れ
る
。

現
在
の
科
学
的
立
場
か
ら
は
一
部
に
は
明
ら
か
な
誤
り
も
見
ら

い
て
の
考
察
や
研
究
を
行
う
学
者
や
研
究
者
が
現
れ
だ
し
た
。
そ

の
結
果
、
長
寿
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
「
関
連
す
る
」
研
究
と
い

う
の
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
無
限
に
あ
る
と
言
っ
て
良

い
く
ら
い
に
ま
で
な
っ
た
。
し
か
し
「
長
寿
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
、

「
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
」
と
し
て
本
格
的
に
取
り
組
ん
で
、
真
正
面
か
ら

こ
れ
を
論
述
し
た
書
物
と
な
る
と
、
戦
前
は
ほ
と
ん
ど
み
な
い
し
、

現
在
で
も
未
だ
少
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
こ
で
「
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
」

を
強
調
す
る
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
江
戸
時
代
以
前
の

方
が
個
性
的
な
文
献
は
多
く
存
在
し
て
い
る
。

本
発
表
で
は
、
各
年
代
毎
に
、
全
国
の
長
寿
研
究
に
関
す
る
系

譜
を
追
っ
て
み
た
い
。

古
代
・
中
世
日
本
に
お
け
る
長
寿
研
究
の
系
譜
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れ
る
が
、
こ
こ
に
は
具
体
的
な
養
生
の
方
法
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

必
ず
し
も
す
べ
て
が
誤
っ
た
も
の
ば
か
り
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、

現
在
の
科
学
的
常
識
に
照
ら
し
て
も
、
概
ね
合
致
す
る
内
容
と
言

え
よ
う
。
大
切
な
こ
と
は
、
平
安
時
代
に
書
か
れ
た
こ
の
よ
う
な

害
の
中
で
も
、
既
に
、
食
生
活
、
居
住
環
境
、
気
候
、
体
質
、
性

格
心
理
、
人
間
関
係
、
社
会
そ
し
て
性
生
活
等
に
至
る
ま
で
、
幅

広
く
、
長
寿
要
因
が
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

近
世
に
は
、
曲
直
瀬
玄
朔
の
著
作
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
貝

原
益
軒
は
「
養
生
訓
」
の
著
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
彼
は
、
江

戸
時
代
中
期
の
筑
前
黒
田
藩
の
藩
士
で
あ
り
儒
学
者
で
も
あ
っ
た

が
、
漢
籍
の
知
識
を
基
に
本
草
学
や
和
漢
の
医
誌
に
も
造
詣
が
深

く
、
数
え
蹄
歳
で
没
す
る
前
年
に
別
歳
で
、
先
の
言
を
完
成
さ
せ

た
。
本
書
の
意
義
は
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
つ
に
は
、
も

っ
と
も
近
代
的
に
し
て
よ
り
直
接
的
な
「
長
寿
の
害
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
だ
単
に
、
武
将
の
健
康
管
理
と

い
う
の
み
で
な
く
、
対
象
と
し
て
一
般
人
の
「
健
康
と
長
寿
」
に

つ
い
て
明
ら
か
に
意
識
し
た
最
初
の
害
と
言
え
よ
う
。

近
世
日
本
に
お
け
る
長
寿
研
究
の
系
譜

（
茨
城
大
学
）


