
 

（案） 

 

提言 

 

活力ある超高齢社会の構築に向けて 

－これからの日本の医学・医療、 

そして社会のあり方－ 
 

 

 

 

 

 

 

令和２年（２０２０年）〇月〇日 

日 本 学 術 会 議 

臨床医学委員会 

老化分科会

提案５ 

70



i 

 この提言は、日本学術会議 臨床医学委員会 老化分科会の審議結果を取りまとめ公表す

るものである。  

 

日本学術会議 臨床医学委員会 老化分科会 

 

委員長 大内 尉義 （連携会員） 国家公務員共済組合連合会虎の門病院顧問（前

院長） 

副委員長 遠藤 玉夫 （第二部会員） 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター

研究所シニアフェロー 

幹 事 秋下 雅弘 （連携会員） 東京大学大学院医学系研究科 加齢医学講座  

老年病学分野 教授 

幹 事 荒井 秀典 （特任連携会員） 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 

理事長 

 飯島 勝矢 （連携会員） 東京大学高齢社会総合研究機構 教授 

 小笠原康悦 （連携会員） 東北大学加齢医学研究所 教授 

 柏原 直樹 （連携会員） 川崎医科大学腎臓・高血圧内科学 主任教授  

川崎医科大学 副学長 

 林 由起子 （連携会員） 東京医科大学 学長 

 湯村 和子 （連携会員） 東北医科薬科大学病院・腎臓内分泌内科 臨床

教授 

 横出 正之 （連携会員） 京都大学医学部附属病院臨床研究総合センター

教授 

 

 

本提言の作成にあたり、以下の職員が事務及び調査を担当した。 

事務局  高橋 雅之  参事官（審議第一担当） 

     酒井 謙治  参事官（審議第一担当）付参事官補佐 
     作本 明日香 参事官（審議第一担当）付審議専門職付 

 

 

 

 

 

 

71



ii 
 

要       旨 

１ 作成の背景 

我が国は高齢化が進む中で、2025年に 75歳以上の後期高齢者が 2000万人を超えると推

定されている。さらに過去 10年以上、平均寿命と健康寿命の差を短縮させることが出来て

いない。従って、さらなる健康寿命の延伸、そして健康長寿社会の構築が喫緊の課題であ

る。医療面に関しては、時代の変遷の中で、必然的に疾病構造や医療需要も変化し、結果

的にその需要に合った医療提供体制の変更を余儀なくされている。すなわち、認知症が急

増していくと同時に、加齢とともに環境因子に対する脆弱性が高まった状態「フレイル」

への対策も重要であり、高齢者、特に後期高齢者に対して、医療に加え、生活の質を重視

したサービス提供が求められる。そして、いつまでも元気で、活力のある超高齢社会の実

現に向けて、これからの日本の医学・医療、そして社会のあり方を再考する必要がある。 

 

２ 現状及び問題点 

(1)  健康長寿社会実現における健康寿命と平均寿命の格差 

 健康寿命を延伸し健康長寿社会を築いていくこと、そして、中年期の生活習慣病を高齢

期のフレイルや認知症の危険因子として包括的な予防・管理が重要な課題である。 

(2)  超高齢社会・健康長寿社会構築への次なる医療における課題 

  生活習慣病管理も含めた高齢者に適した診療ガイドラインの促進、老化に関する俯瞰

された総合研究（基礎研究～臨床研究～地域連携研究等）の推進、「治す医療から治し支

える医療」へのパラダイム転換への具現化等が課題である。さらに各地域での高齢者の

総合診療体制の構築や次世代の医療人材育成等、今後の地域包括ケアの展望が鍵である。 

(3)  超高齢社会におけるフレイル予防・対策の普及 

  2014年に打ち出されたフレイル概念には多面性や可逆性の意味が包含されており、各

地域における従来の予防活動等への刷新も含め、包括的な取り組みが必要である。そこ

には、高齢者における栄養状態、運動を含めた身体活動、多様な社会参加の場と参加状

況等、各地域での様々な実情が十分把握されている必要がある。 

(4)  高齢者における不安定な食および低栄養の課題 

  我が国の国民健康・栄養調査でも、75歳以上の日本人ではエネルギー摂取量とたんぱ

く質摂取量が低く、特に 80歳以上では低栄養と栄養素等の摂取不足が顕著である。高齢

者の低栄養は増加傾向にあり、女性において顕著である。その背景には、独居・孤食、

貧困等の社会的要因、食材確保へのアクセス問題等、複数の要因が挙げられる。 

(5) 高齢者の薬物療法：ポリファーマシー対策 

  高齢者のポリファーマシーに対して、薬物有害事象、相互作用、薬効重複、特に慎重

な投与を要する薬物の存在等の問題に加え、薬剤費の高騰、大量の残薬等の医療経済的

な課題にも対策を講じる必要がある。この対策上、疾患単位の複数医療機関受診、職種

間の連携不足、患者・家族の理解不足が障壁となっている。 

(6) 健康長寿社会における地域のあり方 

  生産年齢人口の減少も大きな課題であるが、この少子高齢化を危機ではなくチャンス
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として活用するような転換が必要である。人生 100 年時代の到来を見据え、包括的な社

会づくりや地域づくりを再考しながら、誰もがいくつになっても活躍でき、安心して暮

らすことのできる地域共生社会、エイジフリー社会を目指すべきである。 

 

３ 提言等の内容 

単に個の健康という視点だけではなく、環境や地域社会の在り方という広い視野から高

齢化する日本社会の将来ビジョンを今回提言としてまとめた。本提言を厚生労働省、文部

科学省、内閣府、各種職能団体などに伝えたい。 

(1) 健康長寿社会構築に向けた、医療における「治す医療から治し支える医療」へのパラ

ダイム転換を推し進めるべきである 

高齢者医療における先制医療をさらに進めながら、同時に多領域において高齢者に適

した診療ガイドラインの作成を促進するべきである。また基礎老化研究、臨床研究（介

護分野も含む）、地域までをも俯瞰したトランジショナルリサーチを推進すべきである。

さらに「治す医療から治し支える医療」へのパラダイム転換を推し進めるなかで、様々

な高齢者総合診療体制の構築と地域包括ケアシステムの強化を推進すべきである。 

注）トランジショナルリサーチ：基礎研究の成果を新しい診断法や治療法の開発に活用するプロセスを表現した用語。 

(2) 老年病専門医の養成を含め、高齢者医療に包括的に対応できる次世代の医療人材の育

成を推進すべきである 

今後、多病でフレイルな高齢者が急増していく中で、過不足ない医療を提供するため

に、地域包括ケアのなかで多職種と連携しながらリーダー的な老年病専門医の養成も含

め、高齢者医療を包括的に対応できる次世代の医療人材の育成を推進すべきである。 

(3) 高齢者のフレイル対策を医学的視点とまちづくりの視点の両方から推進すべきである。 

包括的な評価や介入が必要となるフレイルに対して、フレイル予防の３つの柱（栄養・

運動・社会参加）を取り込み、地域特性を踏まえながら各自治体内においてまちづくり

の一環として取り組むべきである。そのなかでも、高齢期の栄養管理に関する考え方及

び専門分野各学会におけるガイドラインの刷新も必要である。また、医学的問題だけで

はなく、社会的要因にまでも配慮しながら、各地域での産学官民連携を強化し、高齢者

への低栄養対策に関する地域全体の機運の醸成を促すことが重要である。 

(4) 高齢者の薬物療法においてポリファーマシー対策を推進すべきである 

医師・薬剤師連携体制の推進、その他の多職種協働体制の構築とそれを支える医療・

介護保険制度の整備が必要である。また国民の意識変革が必須であり、医療介護者向け・

一般向け啓発資材の充実も含め、あらゆるレベルでの啓発活動が求められる。さらに、

ビッグデータの活用等により医療経済的影響についても、迅速に明らかにすべきである。 

(5) 医療面及びまちづくりの視点の両面におけるイノベーションを推進させるべきである 

  今後、医療面とまちづくりの双方におけるイノベーションを視野に、特に地域共生社

会の考えの下、社会参加等の集学的取組み（例：身近な通いの場への参加等）を工夫す

る必要がある。さらに、生涯現役としての活躍の場（就労等）、人とのつながりの促進、

高齢者支援技術等の推進、生活支援など、これら全般を含む産学官民連携が必要である。 
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１ はじめに 
 
近年、わが国では平均寿命が著しく伸び、2018年においては、男性81.25歳，女性87.32

歳と、世界でも1、2位を争う長寿国となっている。平均寿命の延びとともに、1960年頃5％

程度であった高齢化率は著しく増加し、2019年では28.4％（65歳以上13.8％，75歳以上

14.6％）となっており、75歳以上の人口が65～74歳の人口を凌駕するに至っている。わが

国の高齢化は今後ますます進み、2030年には75歳以上の人口が約2200万人と、かつてどの

国も経験したことのない超高齢社会の到来が予測されており、「人生100年時代」の到来も

現実的なものになりつつある。これまで、わが国をはじめ各国において、臓器別の専門医

療が非常な勢いで進み、感染症の克服、生活習慣病や悪性腫瘍の治療の進歩など、多大な

成果を挙げてきた。その結果、もたらされたものが平均寿命の著しい延伸と超高齢化であ

る。すなわち、超高齢化は文明の発展により必然的にもたらされるものであり、わが国は

その最先端を走っていると言える。 

このような社会の超高齢化の進展、すなわち高齢者の増加とともに、高齢者に適した医

療、看護、介護、福祉へのニーズがさらに高まるが、高齢者においては、臓器別の医療に

とどまらず、全身の臓器機能、日常生活活動 (ADL)などの身体機能、生活機能、メンタル

ケア、さらに社会環境の整備にまで及ぶ広い視点が必要となる。これが全人的医療の意味

するところであり、この視点がなければ高齢者医療は成り立たないと言っても過言ではな

い。「治す医療から治し支える医療へ」という標語は、超高齢社会におけるこのような医

療のパラダイム変換を的確に示している。 

超高齢社会を活力あるものにするためには、国民一人一人が健康で長生きをする、すな

わち健康寿命を延伸することが根幹であり、老年疾患や生活機能の低下（フレイル；p10参

照）を予防し、元気な高齢者をいかに増やすかが重要な課題となる。そのためには、ポリ

ファーマシー（polypharmacy）対策を含む医学・医療からのアプローチだけでなく、健康

寿命の延伸を目指した家作り、街作りをどのようにすすめるか、人工知能(Artificial 

Intelligence: AI）、 Internet of things (IoT)などの新しいテクロノジー

(Gerontechnology)注)をどのように活用していくか、高齢者の社会との交流をどのように促

進するかなど、社会のあり方を見据えた学際的な研究体制を作っていくことが重要である。 

本提言では、健康長寿を実現するための、身体機能、生活機能の保持に向けた全人的な

高齢者医療の確立、フレイル予防など、医学・医療分野において必要な事柄を提示すると

ともに、工学など、他分野との学際的な連携を基盤とした、超高齢化に対応する社会の仕

組みつくりなどの視点から、活力ある超高齢社会の構築に向けての課題を整理し、その実

現に向けた方策について提言したい。また「治す医療から治し支える医療へのパラダイム

転換」を達成するために、その個々の課題の実現が強く求められる。 

注）Gerontechnology ：老年学gerontologyと工学technologyを結合させた造語で、さまざまな高齢者の問題に対し、工

学的なアプローチでその解決にあたろうとする学際的な学問分野のこと。介護支援ロボットの開発、高齢者の見守りにお

けるInternet of things (IoT)技術の応用などがあげられる。 
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２ 社会的背景 
(1)  高齢化の進展と社会・経済的影響 

総人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合である高齢化率は、1970 年に高齢化社会と

定義される 7％に達し、1994年には 14％を超えて高齢社会に、超高齢社会の定義は定ま

っていないものの、2007年には 21％を、2019年には 28%を超えた。今後も高齢化率は上

昇し続け、2060年には約 40％に達すると見込まれる[1,2]。 

1950年には若年齢ほど多いピラミッド型だった人口構成も、中高年層の増大によりそ

の形状は崩れている。年少人口（14歳以下）の割合は 1950年以降ほぼ一貫して下降し、

生産年齢人口（15～64 歳）も 1992年の 69.8％をピークに減少し続けている。将来にお

いても、子供人口及び生産年齢人口の割合は、2060年まで減少が続くと予測される。 

一方で、高齢者人口は逆に増加している。20～64歳の生産年齢人口との比率は、1950

年には高齢者 1人あたり現役世代 10人であったが、2015年には 2.1人へと急減してい

る。今後も生産年齢人口は減り続け、2060年には高齢者 1人に約 1人の現役世代となる

と見込まれている[3]。今後の労働力人口（いわゆる就業者数）を予測するにあたり、日

本経済の高成長が実現し、かつ労働市場への参加が進むことが出来る良いケースと、逆

に、経済成長率はゼロで労働市場への参加が進まない悪いケースの両面で比較する必要

がある。2015年に比べ、前者のケースでは 2020年で 9万人減、2030年では 236万人減

でとどまると推計されるが、後者のケースでは、2030 年には 2015 年から約 800 万人減

少すると推測されている[4]。 

こうした少子高齢化に伴う人口減少は、我が国の経済の供給面と需要面の双方に負に

働き、中長期的な経済成長を阻害する可能性がある。すなわち、供給面では、経済成長

の要因は、①労働投入、②資本投入、③生産性（全要素生産性）の 3要素に分けられる

が、生産年齢の人口減少は、①の労働投入の減少に繋がる。また需要面からみた場合、

少子高齢化と人口減少は、医療・介護サービスなど一部の分野で国内需要を拡大させる

が、他の多くの分野で国内需要を縮小させ、社会の活力の下降を招くと考えられる。 

 

(2)  超高齢社会における諸問題 

① 経済規模の縮小と経済成長の減速 

少子高齢化が進むと生産年齢人口の減少を招き、経済にマイナス影響をもたらす。

この状態は「人口オーナス」とよばれ、国内市場の縮小、投資先としての魅力の低下、

新規イノベーションの阻害、成長力低下を伴う。また労働力不足は長時間労働やワー

ク・ライフ・バランスを悪化させ、少子化が更に進行する悪循環が生じうる。結果的

には、国民負担の増大が経済の成長を上回り、生活の質や水準を表す実質消費が低下

し、国民の豊かさが低下する事態が懸念される[5]。 

② 社会保障制度と財政の持続可能性 

少子高齢化がこのままで推移すると、2060年には高齢者1人に対して現役世代が約1

人の比となる。その結果、高齢者に対する医療・介護費などの社会保障給付費と国民

負担間の不均衡は一層強まる。また、家計や企業等の純貯蓄が減少する一方、財政赤
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字が十分に削減されなければ、経常収支黒字は構造的に縮小する。また、財政健全化

の取組が着実に実行できなければ、財政の国際的信任を損ない、財政破綻リスクが急

速に高まることが懸念される[5]。 

③ 自治体の減少と活力の低下 

さらに、地方圏から大都市圏への人口移動が継続する場合、2040年に20～30代の女

性人口が対2010年比で5割以上減少する自治体が896市町村（全体の49.8％）、うち地

方自治体の総人口が1万人未満となる地方自治体が523市町村（全体の29.1％）と推計

されている（日本創成会議人口減少問題検討分科会推計）[6]。今後、地方圏を中心に

4分の1以上の地方自治体による基本的な行政機能の維持が困難になるおそれがある

[5]。人口の超高齢化は、上述したように国ならびに地域行政サービスの低下を招くが、

これは医療、介護などの社会保障資源の弱体化のみならず、高齢者の社会参加も含め

た暮らしや生きがい作りへの大きな障壁となることが懸念される。 

 

(3)  健康長寿社会の重要性 －健康寿命と平均寿命の格差短縮へ－ 

従来の医療の目標（すなわち、感染症や生活習慣病を克服することにより寿命を延長

すること）はかなり達成されたと考えられ、その結果、到来した超高齢社会においては、

単なる寿命の延長ではなく、高齢者一人一人が健康で長生きをし、健康長寿社会を築い

ていくことが、わが国における重要な課題である。 

健康寿命 active (healthy) life expectancy とは、健康上の問題で日常生活が制限

されることなく生活できる期間のことである。これに対し、平均寿命 life expectancy

とは、0歳児の平均余命注）、すなわち、0歳児が平均的に生存できる期間を意味する。健

康寿命は平均寿命より短く、その差が大きいほど日常生活が制限される期間が長い。健

康寿命の延伸は、要介護期間が短縮し、自立の期間が延長することを意味する。個人の

健康が維持されることにより、本人の幸福はもとより、家族や介護者の介護負担の減少

につながり、経済も含めた社会的（医療資源の消費低下等）にも様々な観点から大きな

意味がある。 

2016年の厚生労働省の調査[4]によれば、健康寿命は男性72.14歳、女性74.79歳であり、

その年の平均寿命（男性 80.98歳、女性 87.14歳）に比べ、それぞれ8.84年、12.35年の

差が存在する。さらにこの差が2001年調査からの15年間で顕著に縮まっていない事実も

ある。日本人の健康寿命は世界でもトップレベルにあるが、それでも10年前後の不健康

で自立が脅かされている期間があるのが現状である。健康寿命を阻害する大きな要因と

しては、認知症、脳血管障害、高齢による衰弱（フレイル）、転倒・骨折、関節疾患（ロ

コモティブシンドローム）があげられ、健康寿命を延伸するためにはこれらの疾患や病

態の予防、治療が重要である。健康寿命には性差が存在する。すなわち、女性の要介護

期間は男性より長く、要介護期間を平均寿命で割った相対的な健康寿命は女性の方が短

い。このような、健康寿命の性差の原因を解明することは、健康寿命延伸の方法を見出

す鍵になる可能性があり、その意味からも研究をすすめるべきである。 

注）平均余命：ある年齢に達したときに、平均的にあと何年生きられるかを表す数字。 
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３ 健康長寿社会構築への医療における課題と目標 

 (1)  高齢者医療における先制医療 注) 

高齢者では、脳・心・腎等、各臓器の加齢変化が基盤にあり、その上に疾患固有の病態

が重層するため、重症化・複雑化する。それゆえ、より早期から包括的な予防策を講じる

必要がある。より詳細な疾患動向解析は適切な介入時期を同定する上で有用であり、精緻

に予後予測するための鋭敏なバイオマーカー、画像診断技術の開発も急がれる。ゲノム解

析技術の進歩と共に、疾患関連遺伝子の解析も進みつつある。ゲノム情報と他の血清メタ

ボロミクス等のオミックス解析、臨床情報を統合的に解析し、老年疾患発症の新規マーカ

ーの確立が必要である。大量の医療保健情報（ビッグデータ）を収集する基盤を構築し、

人口知能 AI、ICT (Information and Communication Technology）技術を駆使して解析す

ることで、従来の解析手法では得られない知見の獲得が期待できる。急速な高齢化の進展、

限定された医療資源を勘案すると、高齢者の先制医療確立に相応の研究費を投じて、加速

する必要がある。 

加齢関連疾患では発症前の無症候期から、臓器に病理変化が生じていることも判明して

いる。疾患の進展過程をより前倒しに捉え、従来の“早期”“軽度”の概念を見直す必要

がある。新規のバイオマーカーを活用し、早期に治療介入（先制医療）する必要がある。

高齢者に対する先制医療法の構築は喫緊の課題である。 

注）先制医療：予防医療は生活習慣の改善や予防接種などによって病気になるのを防ぐだけでなく、たとえ病気にな

っても早期に発見・治療して重症化を防ぎ、さらには病気からの回復を早め、再発を防ぐことまで含めた広い概念であ

るのに対し、先制医療は疾病の発生を未然に防ぐまたは遅らせることを目的に､様々な背景因子による予測・診断を踏

まえ､症状や障害が発生する以前の段階から行う医療。 

 

(2)  高齢者生活習慣病に関する診療ガイドライン作成の促進 

生活習慣（食事、運動、睡眠、喫煙、飲酒等）が成因に関与する疾患、病態を生活習慣

病と総称する。糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満等はその代表例であり、脳卒中、虚血

性心疾患、心不全、慢性腎臓病、慢性閉塞性肺疾患等につながる。認知症も糖尿病・生活

習慣病の一環として把握されつつあり、健康寿命を毀損する。 

 高齢者は一般に多病であり、疾患自体による変化に臓器の加齢変化が重層するため、病

態は非定型なことが多く、同一年齢であっても個人差が大きい。また、高齢者ではフレイ

ルや認知機能障害、ポリファーマシーなど特有な病態・課題を有するのが通例である。そ

れゆえ、生活習慣病を治療、管理する上で、中年期の方針をそのまま高齢者に当てはめる

ことはできない。たとえば、高血圧診療では非高齢者における降圧目標は 130/80mmHg未満

であるが、75歳以上の高齢者では、降圧療法に対する患者の忍容性を確認した上で 140/90 

mmHg未満とされる。さらに降圧薬も常用量の 1/2量から開始し段階的に降圧目標を目指す

ことが推奨されている。 

 日本老年医学会は、日本糖尿病学会と合同委員会を設置し高齢者糖尿病診療ガイドライ

ン 2017 を、次いで日本高血圧学会の協力を得て高齢者高血圧診療ガイドライン 2017、日

本動脈硬化学会の協力を得て高齢者脂質異常症ガイドライン 2017 を刊行した。一方で、
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個々の学会から各領域のガイドラインも発出され、高齢者診療に関する章も設定されてい

る。それぞれ、ガイドライン間の齟齬を回避する工夫は施されているが、高齢者診療を担

うかかりつけ医の立場から見ると、十分に現場のニーズに応えていない。高齢者領域のガ

イドライン作成に際しては、関係学会と、国立長寿医療研究センター、東京都健康長寿医

療センター等、高齢者医療の専門研究施設が協力して策定する必要であろう。 

 高齢者領域ではガイドライン作成に際してエビデンス不足が指摘されることが通例であ

る。日本人高齢者を対象とした観察研究、介入試験を早急に実施し、エビデンスを構築す

ることは喫緊の課題である。高齢者を対象とした医療ビッグデータ解析、ICT 技術を活用

した解析の推進、Quality indicator注)を用いた標準治療実施率調査、費用対効果比分析の

推進も必要である。 

 生活習慣病領域の介入試験の多くは死亡や脳心血管イベント、腎不全等をエンドポイン

トするのが通例である。認知症、サルコペニア、フレイル、転倒・骨折、誤嚥・嚥下性肺

炎等の老年症候群をエンドポイントに設定した研究を早急に推進する必要がある。 

注）Quality indicator：医療の質を表す指標のことであり、診療のプロセス・成果や経済性を反映する客観的な数値指

標を測定し、その情報を定期的にフィードバックし、医療の質の向上に寄与することを目的とする。 

 

(3)  老化に関する基礎研究のさらなる推進 

加齢そのもの及び加齢性疾患の基礎的な研究の充実は健康長寿社会の構築に向け不可

欠である。がんの基礎研究の発展が多くの分子標的薬の開発につながったように、老化研

究においても、10～30年後の画期的な高齢者医療の発展を見据え、基礎研究の研究環境体

制の整備および息の長い研究財源支援が必要である。 

老化研究は個体老化研究と細胞老化研究に大別される。前者には老齢のモデル生物が必

須であるものの、その作成は研究者個人レベルで行っているのが現状である。老齢のモデ

ル生物の作成には時間がかかるため研究が進みにくく、短期雇用の若手研究者には敬遠さ

れて研究者人口が増加しないという問題点があった。そのため、前者より後者が進んでい

る。また、老化研究全般において大型研究費が整備されておらず、個人研究者による小規

模研究が中心であった。 

近年、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）で老化に関する大型研究費が創

設され、少数の研究班が立ち上がったことは歓迎すべき点である。しかし、老化研究の研

究者人口の増加までには至らず、がんの基礎研究の支援体制に比べると脆弱であることは

否めない。この状況を改善するためには、環境体制の整備として、老齢のモデル生物の供

給と作成支援を行う老化研究支援拠点の整備、細胞レベルから、組織、個体レベルまで一

貫して研究できる環境の整備、および、若手研究者が安定して研究に集中できる雇用体制

を整備すべきである。また、長期にわたる研究財源支援も必要である。老齢モデル動物を

供給する老化研究支援拠点を全国に複数設置しネットワーク化することで、老齢のモデル

生物作成の時間短縮につながり、若手研究者ならびに研究者人口の増加が見込まれ、老化

研究の著しい進展が期待される。また、老年疾患に対する制御薬の開発を見据えて、細胞

の栄養や酸化ストレスの感知・反応メカニズムの解明、加齢に伴う免疫異常や免疫疾患の
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研究の推進、骨粗鬆症や筋力低下の分子機序の解明を進めるべきである。さらに、供給し

た老齢モデル動物の研究データ、高齢者の大規模コホート研究データや、臨床データを集

積した統合老化研究データベースの整備等、国立長寿医療研究センターを核として行うこ

とが必要である。 

 

(4)  治す医療から治し支える医療へのパラダイム転換 

高齢者の特徴は多くの慢性疾患を有すること（多病）と臓器機能の脆弱化を併せ持つこ

とであり、疾患指向性の従来型の医療モデルだけを適用することは困難である。フレイル

予防も重要な視点であり、高齢者及び医療専門職がフレイル予防の視点を共有し、疾患の

有無にかかわらず、健康寿命の延伸をめざしたアプローチを行う必要がある。すなわち、

介護予防の視点を持った取り組みが必要ということになる。医療に比べて、介護の領域に

おいてはまだまだエビデンスの不足もあり、どのように介護予防を図ればよいのかについ

て現場での混乱もあると思われる。従って、介護の分野におけるエビデンス作りと ICT、

AI やロボティクスの利用も重要となる。認知症高齢者や通院困難な要介護高齢者の急増、

都市部における高齢者の急増に伴う看取りの場所の不足が予測される等、医療機関で行わ

れる医療だけでなく、地域で見守る医療の重要性を増している。 

このようにこれからの医療・介護体制としては、疾病予防、疾病治療、介護予防、介護、

人生の最終段階、看取りまでを連続性を持って対応できる仕組みが必要である。すなわち、

日本学術会議 23期の提言『超高齢社会のフロントランナー日本：これからの日本の医学・

医療のあり方』で述べたように、治す医療から治し支える医療へ、臓器機能の回復から生

活機能の維持・回復へ、といったパラダイム転換が必要である。その実現には、医学界全

体が積極的に協働して取り組むことが望まれる。このパラダイム転換が国民の求める幸福

感や死生観に適合した保健・医療・介護・福祉の提供に沿うものであるという理解を得る

必要がある。 

 

(5)  エンドオブライフケアの在り方 －Advance Care Planning (ACP)の重要性－ 

高齢者の人生の最終段階（エンドオブライフ）の経過は、突然死を除くと、基礎疾患の

違いにより、大きく「がん」、「臓器疾患」、「認知症・老衰」の３つに類型化される[8]。

このうち、「がん」のケアについては、これまでの国内の緩和ケアに関する研究や緩和技

術の進歩、がんの緩和ケアに関する継続教育プログラムの開発とその研修実施等により、

着実に発展を遂げてきている。一方、高齢者では年齢が高くなるほどに「がん」による死

亡の割合が減り、肺炎、心不全、老衰など、非がん疾患による死亡の割合が増え、「臓器

疾患」、「認知症・老衰」の類型による死亡が増えてくるが、これら非がん疾患のエンド

オブライフケアは充実しているとは言いがたい状況にある。肺、心臓、腎臓などの臓器疾

患における緩和ケアががんと異なるのは、もともとの臓器疾患に対する治療が重要であり、

治療そのものが症状緩和につながることである。すなわち、それぞれの臓器疾患のマネジ

メントが不可欠であり、これに加えて、痛み等の症状コントロール、意思決定支援、患者

本人のみでなく、家族も含めた QOLの維持や心理的サポート、すなわち基本的な緩和ケア
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が必要である。しかしながら、国内においては各臓器疾患における緩和ケア技術について

の報告は少なく、標準化されているとは言いがたい。さらに「認知症」については、苦痛

などの評価方法や緩和ケア技術が確立されていないことに加え、本人の意思決定能力の低

下の程度にあわせた標準的な意思決定支援の方法も確立されていない。臓器疾患同様に認

知症に対する緩和ケアの標準化が急がれる。 

認知症に限らず非がん疾患の多くは、人生の最終段階において食事摂取が困難となるこ

とが多く、この場合での倫理プロセスの標準化を目指して 2012年に「高齢者ケアの意思決

定プロセスに関するガイドライン：人工的水分・栄養補給の導入を中心として」が発表さ

れ[9]、その後８年経過しているが、このガイドラインの医療現場における利活用の状況把

握と現場における問題点を継続的に検討し、ガイドライン改訂につなげる必要がある。 

全ての疾患のエンドオブライフケアに共通する活動として、患者本人の「意思決定支援」

は重要である。高齢者においては認知症を合併するなどで意思決定能力が低下することが

多く、より早期からの意思決定支援が必要である。この意思決定支援の中心となるのは

Advance Care Planning (ACP)の活動であるが、2019年に発表された「ACP推進に関する提

言」[10]においては、「ACP は将来の医療・ケアについて、本人を人として尊重した意思

決定の実現を支援するプロセスである」と定義されており、日本国内で進めるべき ACPの

内容が提示されている。この提言の活用と現場で発生している問題点を検討していく必要

がある。 

エンドオブライフケアにおいては、以上の緩和ケア技術や倫理的側面に加え、多職種に

よるチーム医療体制、家族ケア・グリーフケア、在宅におけるエンドオブライフケアの充

実など多くの課題があるが、これからのエンドオブライフケアの在り方としては、より早

い時期から患者本人と医療・ケア従事者が信頼関係を築き、一緒に決定していくプロセス

(Shared Decision Making) [10]が重要であり、患者本人の単に生命重視の観点から、物語

られる人生（いのち）[9]を重視したケアの在り方が求められる。 

 

(6)  健康長寿社会を支える医療人材の育成 

健康長寿社会を支える医療人材を育成するべく、「医学教育モデル・コア・カリキュラ

ム（平成 28年度改訂版）」[11]では、「地域医療や地域包括ケアシステム」を改訂の柱の

一つに掲げ、多職種協働、在宅医療と介護の教育を推進する姿勢を明確にしている。これ

らの人材育成は、高齢者比率の地域差および将来推計、現在の老年病専門医の分布等を考

慮して計画的に実施することが求められる。また、フレイル、サルコペニア、ポリファー

マシー、エンドオブライフケアといった最新の用語を含む老年医学的学習目標も十分に盛

り込まれ、全ての大学医学部に対して老年医学教育を求めていると言える。しかし、老年

医学を標榜する講座を設置している大学は全国で 20 校程度であり、満足な老年医学教育

ができる体制が全国に整っているとは言い難いのが現状である。老年看護学講座が全国の

看護大学に設置されているのとは好対照である。 

上記の医学教育で求められている点、また、高齢患者を総合的に診療する専門部署を担

う人材を育成するという点からも、すべての大学医学部に老年医学講座が存在するのがあ
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るべき姿であり、可及的速やかに設置するよう尽力すべきである。それまでの暫定的措置

として、地域医療や総合診療、あるいは内科を担う講座が単独あるいは協力して老年医学

教育を担当する体制を作ることが求められる。臨床実習では、急性期だけでなく、回復期

～慢性期の医療を担う医療・介護施設、在宅医療現場などでの、多職種協働が実践できる

現場を一定の割合で取り入れる必要がある。 

今後、多病でフレイルな高齢者が急増すると予想されている中で、卒後教育についても、

地域包括ケアを実践できる医師を養成すべく、老年病専門医などによる研修指導体制を全

国の基幹病院に確立する必要がある。高齢者に対して過剰でも過少でもなく医療を提供す

るために、急性期、亜急性期、慢性期、在宅といった様々な医療現場の中で多職種と連携

しながらリーダー的立場で診療業務を行う必要がある。また、今後さらに高齢化が加速す

ることを考えると、若手医師の育成だけでは人材供給が追いつかないことは明らかであり、

臓器別専門医やかかりつけ医に対する老年医学の教育や認定制も充実させる必要がある。

当然ながら、医師以外の医療専門職についても同様である。 

 

(7)  基幹病院における高齢者の総合診療体制の構築 

わが国の多くの病院では、基本的に臓器別の専門医療が行われているが、患者が急速に

高齢化していることにより、高齢患者を総合的に診療する専門部署の設立が、今後必要に

なると考えられる。しかしながら、このような専門部署を設置している医療施設は、わが

国においてはほとんど無いのが実情である。 

高齢患者のための専門部署は医師（老年医学、神経内科、整形外科、リハビリテーショ

ン、臓器別各内科、精神科などの専門医）、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床心理士、

ソーシャルワーカー、事務職員の多職種から構成され、高齢入院患者のさまざまな問題に

総合的に対処する、診療科横断的なコンサルテーションチームである。各診療科からの依

頼に応じて往診し、病態の把握、高齢者総合機能評価(CGA; comprehensive geriatric 

assessment)の実施、フレイルやロコモティブシンドロームの診断と対策、栄養管理、ポリ

ファーマシーや向精神薬の処方など薬物治療への助言、転倒・転落、誤嚥などの老年症候

群への対処、外科系では必要に応じ、術前評価、術後管理への参画など、高齢者の診療に

ついてさまざまな角度から診療へのアドバイスを行う。また、退院支援チームと連携し、

退院に向けての生活指導について助言する等、幅広い内容の活動を行うことが求められる。 

このような高齢者に対する総合的な診療チームの活動の効果に関しては、日常生活活動

(ADL) の改善、死亡率の減少、自宅退院の増加、QOLの向上をもたらし、医療・介護にか

かるコストも低下することが、既に米国をはじめ海外において報告されている[12,13,14]。

このような診療組織は老年病専門医や専門看護師・認定看護師に活動の場を提供すること

も重要であるとともに、医療施設のインフラを支える組織として、病院の経営収支の改善

にも貢献できる。今後、超高齢化を迎えるわが国の医療施設、特に基幹病院において、こ

のような高齢者を総合的に診療するチームの誕生を推進し、診療報酬等でその活動を支援

すべきである。 

注）高齢者総合機能評価(CGA)：生活機能面、精神心理面、社会環境面等の多面的側面から高齢者を包括的評価すること。 

82



9 
 

(8)  かかりつけ機能（医科・歯科・薬局含む）も含めた住民を守る地域体制 

   ～次世代地域包括ケアを見据えた病診水平連携を含む～ 

我が国における高齢化の特徴は、高齢化の進行の速さ（高齢化率が 7％を超えて、その

倍の 14％に達するまでの年数の短さ）と高齢者の中のさらなる高齢化である。2005年から

2030年までに後期高齢者人口が倍増し、同時に認知症や独居高齢者も激増していきながら、

地域での支援体制が大きく問われる。「地域包括ケアシステム」が国策として打ち立てら

れ、なかでも在宅医療・介護連携推進を軸とした地域医療の底上げは全国各地域で進めて

きた[15]。しかし、地域毎の進捗や気運の醸成にはまだ幅がある[16]。 

そこで、高齢期であってもいかに QOLを保ち、生き切って人生を閉じることができるか

という時代の要請に応える医療が今まさに求められている。それこそ、患者本人の意思が

尊重されず、過剰な延命治療の果てに亡くなっていくことが無いようにしなければならず、

QOLの Lifeの意味として、医学的視点の生命だけではなく、生活の質・満足度、ひいては

人生の満足度などをも重視した流れが重要である。そこには「病人である前に『生活者』

である」という理念の下に、住み慣れた街全体で生から死までを地域全体で支え、みて（診

て・看て）いくという地域完結型の医療への進化、そして機能分化型のシステム型医療へ

のパラダイム転換が求められる。すなわち従来の「治す医療」から「治し支える医療」と

いう原点に立ち返る必要がある。 

そのためには、医科・歯科・薬局を代表とする「かかりつけ機能」を底上げし、住民を

守る地域体制構築のために、次世代地域包括ケアを見据えた病診水平連携が求められる。

ここで、医療者側のかかりつけ医の認識と、患者やその家族が考えるかかりつけ医の像が

同一ではないことも留意していく必要がある。高度急性期から慢性期、そして回復期を担

う医療機関同士の連携の課題もあるが、同時にかかりつけ機能をさらに充実させ、各疾患

への評価や治療の視点だけではなく、普段の生活全般をも鑑み、地域資源の活用などの社

会的処方も盛り込みながら、医療・看護・介護の専門職で必要とされる情報をシームレス

に提供し、限られた医療資源を有効に活用し、急性期から回復期を経て慢性期に至るまで

効率的で質の高い医療を実現するためのチームケアを実現していかなければならない。 

 

(9)  ビッグデータの必要性と活用の意義  

近年の ICTの急速な進展により、我々の日常生活から発生する様々なデータを収集・活

用する機運が国内外で大きく高まっている。健康・医療データにも活用できる情報科学技

術として、AIや画像認識、音声認識技術など様々なデータ解析の技術が大きく進展してい

る。ハードウェアの性能向上のみならず、データ通信のインフラ整備も急速に進み、日々

リアルタイムで発生する極めて大量のデータ（ビッグデータ）を用いた研究開発も活発に

行われている。また、各種センサ、ウェアラブルデバイスなどデータを収集する技術も大

きく進展している。このような技術の進展により、医療に関連する新たな種類のビッグデ

ータやゲノムデータ、プロテオーム・メタボロームなど生命動態に関する様々なオミック

スデータも加わってきている。 

このようにビッグデータを取り巻く環境は大きく進歩しているが、医療や介護に関する

83



10 
 

ビッグデータが十分に活用されているとは言えず、特に高齢者の多様な問題に対応できる

大規模データに関する研究の進展は十分とはいえない。また、国単位でのビッグデータの

取得ということであれば、統一した検査フォーマットと入力システムの整備が必要である。

現状ではこれらが十分ではないため、ビッグデータの高齢者医療・介護分野における活用

が諸外国に比べ遅れている[17]。今後、ディープラーニング 注)による予後予測が活発にな

ると考えられるが、これらの予測能が妥当であり正確であるためにも、信頼性の高い大規

模データベースが必要となる。従って、これらの研究を迅速に進めるために十分な予算の

投入と研究者の人材育成が必要であり、研究の進展によりエビデンスに基づく高齢者への

医療・介護の改善が期待できる。 

注）ディープラーニング(深層学習)：人間が自然に行うタスクをコンピュータに学習させる機械学習の手法のひとつ。 

人工知能(AI)の急速な発展を支える技術であり、その進歩により様々な分野への実用化が進んでいる。 

 

４ フレイル対策の推進 
(1)  フレイルとその多面性 －身体的・精神心理的・認知的・社会的－ 

加齢に伴い様々な臓器予備能力が低下することは避けられない。加齢に伴う臓器機能の

変化が骨粗鬆症など様々な疾病の発症と関与しているのは明らかであるが、複数の臓器に

加齢による変化が蓄積することによりヒトは外科手術や感染症など外的なストレスに対す

る脆弱性が亢進する。すなわち、ストレスに伴って起こる生活機能の低下が十分に回復し

ない状態であり、ストレスを受けるごとに生活機能の低下が進行し、自立性が失われるこ

ともある。老化そのものの機序が十分に解明されていない中で、このような加齢による脆

弱性はフレイルと定義され、健康寿命の延伸を図る上で重要なターゲットとなる。フレイ

ルはストレスに対して十分な回復力を有する健常な状態と自立した生活が困難である要介

護状態の中間的な状態であり、高齢者がフレイルになると生活機能障害、転倒・骨折、入

院、認知症などが起こりやすくなり、要介護、死亡リスクも高くなることが知られている。

また、加齢のみならず、生活習慣病やポリファーマシーによりフレイルのリスクが上がる

ことも知られている。また、2020年我が国において流行している新型コロナウイルス感染

症(COVID-19)に対して行われている外出自粛に伴う生活不活発によるフレイル高齢者の増

加、及び感染によるフレイル高齢者の重症化が懸念される。従って、これまでのような疾

患を中心とした医療の継続のみでは高齢者の健康寿命の延伸がはかれないのは明白であり、

フレイル予防を見据えた疾患管理の重要性が増すことになるであろう。 

フレイルは加齢により起こる身体的変化だけではなく、精神・心理的な変化や社会的要

因が関係する。すなわち、社会的な脆弱性(独居、社会参加の欠如など)がある高齢者では

身体的機能の低下や認知機能の低下が起こりやすく、このような相互作用により負のスパ

イラルが形成されて、自立性の喪失へとつながっていくと考えられている。しかしながら、

フレイルには適切な介入により再び健常な状態に戻りうるという可逆性があり、早期発見・

早期介入が重要である。 

 

(2)  フレイルに関する基礎研究（サルコペニア 注)研究含む）の推進および診断法の開発 
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2019年、世界各国からの 46個の研究を統合的に解析した結果が報告され、60歳以上で

は毎年 15.1%がプレフレイル 注)に、4.3%がフレイル 注)に至ること、女性の方が男性よりフ

レイルのリスクが高いこと、などが報告された[18]。健康寿命の延長には、フレイルを適

切に診断し介入するとともに、予防対策も重要となるが、その基礎となる病態生理の解明

は欠かせない。 

加齢に伴う心身の機能低下には、組織や細胞の適応能力や修復機能の低下が基盤にある。

細胞レベルでは、個々の細胞が有する分裂能の限界とともに、酸化ストレスや DNA損傷な

ど細胞障害因子の蓄積が老化と関連すると考えられているが、その詳細なメカニズムは明

らかでない点が多い。さらに組織レベルで考えると、個々の細胞の変化に加え、細胞を取

りまく複雑な環境の変化も重要となる。 

例えば身体機能の維持に重要な骨格筋では、筋衛星細胞と呼ばれる幹細胞が存在し、筋

再生を担っている。加齢に伴い、筋衛星細胞の数の減少と残存筋衛星細胞に蓄積した DNA

損傷による筋再生能の低下、ホルモンの変化やアミノ酸センサの機能低下によるたんぱく

質合成能の低下、神経筋接合部の変化による末梢神経からの刺激伝導系の変化などの複合

的要因によって、筋線維数の減少と筋線維の萎縮が生じる。結果として生じる骨格筋量の

減少・筋力低下は身体活動を低下させると同時に、筋萎縮に伴う組織の線維化や脂肪沈着

はインスリン抵抗性を引き起こし糖尿病のリスクを高めるなど、全身臓器へ多彩な影響を

もたらすことになる。 

近年、長寿に関連する遺伝子や、組織から分泌されるホルモン様液性因子、加齢に伴い

増加、あるいは減少する老化関連因子が相次いで同定されており、幹細胞の活性化や細胞

機能修復のみならず、全身臓器に対する多彩な影響も明らかにされつつある。今後、さら

に基礎研究を充実させ、既知、あるいは未知の老化関連分子を探索・同定し、機能解析を

進めていくことにより、フレイルの診断につながる新たなバイオマーカーの発見や新規の

治療薬の開発を推進すべきである。 

注）プレフレイル・フレイル・サルコペニア：プレフレイルはフレイルになる前の軽度の虚弱状態。サルコペニアは加

齢による骨格筋減少とそれに伴う筋機能の低下。 

 

(3)  フレイル予防・対策  －運動・栄養・社会参加－ 

健康寿命の延伸のためにはフレイルの予防及び治療介入法の確立がきわめて重要であ

り、同時に医療専門職、国民への啓発が必要である。エビデンスが蓄積しているのは栄養、

運動による効果である。すなわち、十分なエネルギー摂取に加え、たんぱく質の適切な摂

取が必要である。たんぱく質とともに重要な栄養素としてビタミン Dがあげられる。日本

人高齢者においてはビタミン D不足に陥っている割合が比較的高いとされており、その対

策は喫緊の課題である。運動についてのエビデンスも多く、生活習慣病の予防・治療に有

効な有酸素運動とともに骨格筋の機能を高めるためのレジスタンス運動を組み合わせるこ

とで、骨格筋機能の改善とともにフレイル状態からの改善が期待できる[19]。高齢者にお

いては関節疾患など様々な身体的な問題を抱えている場合が多く、そのような場合には専

門医や理学療法士との連携が重要である。 
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糖尿病などの疾患により加齢変化が加速し、フレイルになりやすくなると考えられてい

るが、高齢者における多病を治療する中で薬剤数の増加が往々にして認められる。また、

ベンゾジアゼピン系薬剤など高齢者において「特に慎重に投与を要する薬物」が数多く知

られている中で、そのような薬剤を長期にわたり複数服用することによりフレイルとなり

やすくなると考えられている。従って、薬剤レビューにより､各薬剤を継続すべきかどうか

を評価し､減量・中止の可能性についての検討を行うことが望ましい。 

さらには社会的な要因がフレイルを進めることから、介入可能な要因については環境の

整備を行うことにより、フレイル予防を図ることも可能である。政府が推進している「通

いの場」をはじめとして、様々な自治体でフレイル予防を目指した仕組み作りが進んでい

る[20]。今後も行政を含めて、企業を巻き込んだ様々な試みを進めるべきである。 

 

(4)  自治体行政におけるフレイル対策への取り組み 

地域高齢者にはいつまでも活発な地域活動を通して自立生活を維持し、支える側にもな

り続けることが望ましい。それは個々の高齢者の課題でもあると同時に、全ての住民を抱

えた地域コミュニティそのものが抱えている大きな課題である。フレイル予防やフレイル

対策を考える上で、高齢者は様々な背景（基礎疾患等）を持っているが、社会的要素によ

る影響も大きいことに注目する必要がある。すなわち、地域づくりの視点での住民主体の

通いの場を戦略的に増やしていくこと等が必要になる。その通いの場等を介護予防にさら

に効果的なものにするためには、自治体内の介護保険担当以外の部局が行う取り組み（例：

生涯学習、多様なスポーツ、公園や農園を活用した取り組み等）にも庁内での連携をはか

るべきである。さらには高齢者だけではなく多世代が交流する取組、地域のあらゆる資源

を活用した通いの場づくり、民間企業や社会福祉協議会など多様な主体と連携した取組、

有償ボランティアなど就労に関連する取組等、様々な取り組みが求められる。さらに、従

来の体操等の身体機能向上だけではなく、低栄養予防、認知機能低下予防、口腔機能向上、

社会参加促進等、様々な機能を兼ね備えた場の整備も進めるべきである。すなわち、今後

の予防施策は「総合知によるまちづくり」ということができる。 

さらに、介護予防の取組には健康状態のチェック、フレイル対策も重要であることから、

通いの場にも幅広い専門職（保健師だけでなく、医師、歯科医師、リハビリテーション専

門職、管理栄養士等）の関与が必要である。2020年 4月から市区町村では健康保険法等の

一部改正に伴い、新制度「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」が施行されること

になり、従来の異常データによる疾患管理を基盤とする指導、助言に加え、多面的な側面

をもつフレイルの視点も合わせて包括的に評価していくことになり、既存データベースも

活用した上での継続性のある適切な介入が求められるようになる[21]。そして、各専門職

種から地域包括支援センターや他の専門職へ迅速に情報がつながり、包括的な支援体制の

底上げが求められる、まさに地域の総合力を底上げするべきである。 

 

５ 安定した食習慣と栄養管理 
(1)  高齢者における食および低栄養の実情 
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65歳以前の成人は過栄養による肥満、インスリン抵抗性をベースとした生活習慣病が問

題になることが多かったが、高齢者では低栄養による要介護状態に陥りやすい。低栄養は

健康な生命活動を行うために必要な栄養素（エネルギー量やたんぱく質）が質的・量的に

不足することで生じ、放置すれば様々な健康障害につながる状態である。我が国の「国民

健康・栄養調査」に関する報告でも、75歳以上の日本人ではエネルギーとたんぱく質摂取

量が低く、特に 80 歳以上では低栄養と栄養素等の摂取不足が顕著となると報告されてい

る[22]。高齢者の低栄養（BMI 20≦kg/m2）の割合は増加傾向にあり、特に女性においてよ

り明らかである[23]。高齢者で低栄養になりやすい要因は、高齢になると独居者が増え孤

食の状態になったり、貧困による生活困窮などの社会的要因[24]、心身機能の低下による

食欲低下や食物・食材へのアクセスの問題、さらに孤独感が強くなるなどの精神的要因な

どがあげられる。さらに、高齢者特有の疾患が加わることによる要介護状態の悪化で低栄

養状態が加速する。高齢者は孤食のため食べることが億劫になり、栄養が不足する低栄養

状態になりやすいので、少しでもそのような状況を防ぐため、地域で「おとな食堂」や子

供との交流も加味した「こども＆おとな食堂」の開設の取り組みもなされている。このよ

うに、高齢者の多くが低栄養になる可能性が高いことを考慮に入れた官民連携による早期

からの様々な取り組みや対策を講じることが重要である。 

 

(2)  高齢期における栄養摂取に対する考え方のパラダイム転換 

栄養摂取状況の評価は、BMI や体重減少で評価されることが多い。すでに、このような

基準で低栄養と評価された高齢者は二次予防事業対象者 261 万人のうち 5.3％（約 14 万

人）と報告されている[25]。要介護状態の高齢者が増えることは、健康寿命（自立した期

間）を阻害することになる。サルコペニア・フレイル発症には多要因が関与するが、最も

関係が深い病態は、高齢者においては食欲低下や疾病管理のための食事制限によるたんぱ

く質摂取不足が筋肉量減少を招くこと、加えて筋力低下に起因することである。このため

サルコペニア・フレイルの予防改善のためには十分なたんぱく質摂取が有効とされている。

サルコペニア・フレイルの予防が、健康寿命の延長につながることは確実である。 

一方、加齢に伴い腎機能が低下することは周知の事実であり、潜在的腎障害（腎機能低

下）は症状もないため見逃されやすい。加齢によっても筋肉量が低下するが、腎機能の低

下によっても筋肉量の低下が認められ、腎機能低下においては早くからフレイル傾向が出

現し、その進行とともにフレイルの頻度が増える。 

腎機能低下があると年齢や原疾患に関わらず、たんぱく制限食が推奨されてきたが

[26,27]、高齢者において必要以上に過度なたんぱく質制限を行うことは、生命予後の不良

を招きかねないので、適切かつ十分なたんぱく質摂取が求められる。成人と高齢者の食事

指導は異なり、既存の栄養指導基準では不適切な場合がある。実際、高齢者本人が栄養士

や医師からの指導を頑なに守り、動物性たんぱく質や脂質の摂取を制限し続け、体重減少

～低栄養に陥っている例も稀ではない[28]。食生活に関する年齢的特徴を考慮しないでの

栄養指導には注意が必要であり、状況にあった指導を定期的に行うことが大切である。さ

らに、高齢者では、外来でもできる簡単なフレイルチェックを行いつつ、適切な栄養指導

87



14 
 

を行わなければならない。実際には、75歳以上になっても「痩せたほうが健康だ」と思っ

ている高齢者もまだ多い。また、たんぱく質に限らず、脂質（特に飽和脂肪酸）も動脈硬

化性疾患のリスクになりうるが、高齢者にとっては重要なエネルギー源でもある[29]。超

高齢社会においては、食生活の内容も生活習慣病予防から介護予防に転換していく必要が

あり、国民全体への啓発活動を関連学術団体が実施すべきである。 

注）二次予防事業対象者：要支援・要介護状態となるおそれの高い状態にあると認められる 65 歳以上の者。 

注）フレイルチェック：多面的なフレイル兆候を早期に見出すための簡易スクリーニング質問票。 

 

６ 高齢者の薬物療法：ポリファーマシー対策 
(1)  高齢者の薬物療法の実情 

患者の高齢化に伴い、高齢者に対する薬物療法の需要が高まっている。一方、高齢者を

対象とした臨床治験や大規模試験は少なく、特に 75 歳以上の後期高齢者や要介護高齢者

では稀であり、総じて高齢者における薬物の有効性に関するエビデンスは乏しいといえる。

それに対して、薬物有害事象などの安全性に問題があることは明らかである。急性期病院

の入院患者では高齢者の 6〜15％に薬物有害事象を認め、しかも重症となる例が多い[30]。

外来や介護施設でも同様のことが報告されている。薬物有害事象増加の原因として、生理

機能の加齢変化により薬物動態や薬物反応性が一般成人と異なること、複数の併存疾患を

治療するために多剤服用となること、服薬管理能力の低下による服薬アドヒアランスの低

下、有害症状が顕在化しにくいことなどが挙げられる。特に、多疾患を併存し、複数の診

療科・医療機関の利用の多い高齢患者では多剤服用が大きな問題となっている。 

多剤服用の実態として、全国の保険薬局における処方調査の結果では、75歳以上の 4割

が 5種類以上、約 1/4が 7種類以上の薬剤を処方されている[31]。薬物有害事象のリスク

は薬剤数にほぼ比例して増加するが、6 種類以上が特に薬物有害事象の発生増加に関連し

たというデータもある[30]。多剤服用の中でも、薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、

服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態を最近ではポリファーマシーと表記し、

多剤服用と使い分けることも行われる。このように、何剤からポリファーマシーとするか

について厳密な定義はなく、患者の病態、生活、環境により適正状態も変化するため、内

容を個別に評価することが求められる。 

ポリファーマシーが大きな問題となる社会背景には、疾患単位の複数医療機関受診、職

種間の連携不足／権威勾配（心理的上下関係）、医療者・受療者間のコミュニケーション

不足、患者・家族の理解不足などがある。また、ポリファーマシーは医療経済的にも、薬

剤費の膨張だけでなく、年間数百億円分以上とされる大量の残薬、薬物有害事象に対する

医療費の増加等が大きな問題であるが、その医療経済的影響は正確に見積もられておらず、

このような視点での研究を継続すべきである。 

 

(2)  Potentially Inappropriate Medications (PIMs) 

高齢者ではほとんどの薬物有害事象が一般成人より起きやすいとされるが、薬物アレル

ギーや薬剤性肝・腎障害などと違い、フレイルや老年症候群の原因となる薬物が多い（薬
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剤起因性老年症候群）。また、高齢者で有害事象を起こしやすい、あるいは効果に比べて

有害事象の危険が高いため使用を控えるべきとされる薬物も存在し、Potentially 

Inappropriate Medications (PIMs) と呼ばれる。このような薬物もしくは使用法のリス

トとして、米国の Beers 基準や欧州の STOPP（Screening Tool of Older person’s 

Prescriptions)、日本では「特に慎重な投与を要する薬物のリスト」が作成され、定期的

に更新されている[30]。 

PIMsの代表的薬物として、ベンゾジアゼピン系睡眠薬・抗不安薬と抗コリン作用をもつ

薬物［フェノチアジン系などの抗精神病薬、三環系抗うつ薬、パーキンソン病治療薬（抗

コリン薬）、第一世代ヒスタミン H1 受容体拮抗薬、ヒスタミン H2受容体拮抗薬、頻尿治

療薬など］があげられる。いずれもふらつき・転倒、認知機能低下など様々な有害事象を

引き起こしやすい。これらを含めて、「特に慎重な投与を要する薬物のリスト」には全部

で 29 系統の薬物があげられているが、定期的な更新ともにかかりつけ医への啓発活動を

徹底すべきである。 

 

(3)  ポリファーマシー対策の推進 

ポリファーマシー対策では、CGA などを用いて、病態、生活機能、生活状況などを総合

的に評価した上で処方見直し（medication review）を行い、適正化することが何より重要

である。それには、まず処方する医師が問題意識をもって取り組むべきである。複数の医

師によって疾患・症候ごとに積み重ねられた処方を整理するためには、かかりつけ医また

はかかりつけ薬剤師のもとでの一元管理が必須である。 

多職種協働と患者・家族の理解も重要である。特に薬剤師の果たす役割が期待されるが、

現状では医師・薬剤師間の連携不足は否めない。互いの信頼関係を築くべく、個人、組織、

地域レベルで取り組みを加速させる必要がある。地域の啓発担い手として自治体の役割も

大きい。その他の職種にも、服用状況や症状の把握には看護師、非薬物的対応については

管理栄養士や理学療法士、作業療法士など、それぞれの職能に応じた役割が期待される。

高齢者自身の病気は薬で治療するものであるという意識が障壁になっており、国民に基本

的な理解が浸透するよう、医療・介護・福祉関係者、企業、メディアなどあらゆるレベル

で普及啓発を働きかけることが必要である。 

ポリファーマシー対策の基本は「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン」[30]にまとめ

られているが、現場向けの指針として厚生労働省から「高齢者の医薬品適正使用の指針」

総論編[32]と各論編（療養環境別）が発表されている。一般向けには「多すぎる薬と副作

用」というパンフレット（日本老年医学会）が用意されており啓発に利用できる[33]。こ

れらも適宜内容を更新していかなければならない。また、ポリファーマシーとその介入の

医療経済的影響についても、医療ビッグデータの活用などにより迅速に明らかにしていく

必要がある。 
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７ 健康長寿社会の構築：取り巻く環境と集学的取組み 
(1)  高齢者の働き方 

わが国には元気で就労意欲にあふれ、豊かな経験と知恵を持っている高齢者（いわゆる

アクティブシニア）が全国に数多く存在する。一方で、高齢者の７割近くが 65歳を超えて

も働きたいと願っているにも関わらず、実際に就労に辿り着いている人は２割に留まって

いる。今まさに高齢者も「社会の支え手」として活躍することが望まれるが、65歳以降の

雇用についての具体的な視点やあり方が示されていないのが現状である。高齢者が当たり

前に働ける社会の実現に向けて取り組むことは、高齢者にとっても健康増進だけでなく、

生きがい・自己実現・自己効力感等につながり、個々人に対する利益だけではなく、最終

的に社会保障負担増の緩和にも寄与することが期待される。 

少子高齢化を背景とし、生産年齢人口が減少する中で我が国の成長力を確保し、いわゆ

る生涯現役社会を実現するためには、雇用継続の延長や定年引上げに向けた環境を整える

とともに、働きたいと願う高齢者の希望を叶えるための多様な就業機会の準備およびその

支援を充実させる必要がある。そのためには、受け皿側である企業への働きかけや支援、

そして高齢者の就労マッチング支援の強化が必要である。この方向性は「ニッポン一億総

活躍プラン（平成 28年 6月 2日閣議決定）」[34]や「働き方改革実行計画（平成 29年 3

月 28日働き方改革実現会議決定）」[35]でも示されている。ただ、身体的な課題等も顕著

に出てきやすい世代であり、就労における健康管理や負担軽減のための分担制（いわゆる

ワークシェアリング）等の工夫も必要であろう。また、企業への雇用に拘らない多様な選

択肢も必要であると同時に、仕事に加え社会活動や余暇活動等も踏まえた生活全般のバラ

ンスも視野に入れる配慮も必要である。そして、高齢者の就労促進の鍵は、年齢に関わり

なく公正な職務能力評価により働き続けられる「エイジフリー社会」の実現であり、これ

が、現役世代の生産年齢者のモチベーション向上、そして企業全体の活力の増進にもつな

がる。そのためにも、意欲ある高齢者が働くための多様な就業機会を地域づくりの一環と

して提供していく必要がある。 

 

(2)  高齢者を受け入れるまちづくり －地域共生社会：エイジフリー社会－ 

介護保険制度の発足後、時代の変遷とともに、多病を持つ高齢者に対しても多職種連携

で支援する流れになったことは事実である。一方、地域コミュニティには隣人への付き合

いの希薄化、介護難民や買い物難民、介護限界や多重介護等、多岐に渡る問題が根底に存

在する。近年では、8050問題（「80」代の親が「50」代の子どもの生活を支える現象のこ

とであり、背景にはひきこもりの長期高齢化がある）のような世帯内の複合的なニーズや

個々人のライフステージの変化に柔軟に対応できないといった課題も出てきている。そし

て、その根底にある最たる要因が、日本の社会制度の基礎となってきた「共同体の機能」

の脆弱化である。血縁、地縁、社縁等も含めた基盤としての地域力の低下である。少子高

齢化の進行による地域の支え合いの力の一層の低下、核家族化も含めて家族機能が低下す

る等、いわゆる日本型の慣習や文化が大きく変化してきている。 

人びとの暮らしや地域コミュニティの在り方が多様化する中、既存の各制度の縦割り構
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造を超えて、地域に住む一人ひとりの人生の多様性を前提とし、人と人、人と社会がつな

がり支え合う環境を再度構築する必要がある。すなわち、高齢者が多様な経路で社会とつ

ながり、かつ参画することで、その生きる力や可能性を最大限に発揮できる「地域共生社

会」の実現を目指していく必要がある。高齢者の誰もが役割と生きがいを持てる地域社会

を醸成するためには、従来の健康づくり対策だけではなく、各自治体は①高齢者の社会参

加（就労等も含む）の場や機会の創出、②身近な居場所づくりと生きがいづくり、③多様

な主体による暮らしの場への支援、地域資源の有効活用等をさらに強化すべきである。そ

れが地域における人と資源の循環と継続的発展につながると考えられる。 

 

８ 超高齢社会とイノベーション 
(1)  医療面におけるイノベーション 

① 老年疾患を制御するための創薬推進 

老化に伴い発症する疾患等に対する画期的な制御薬の開発のためには、基礎研究によっ

て老化および老化性疾患の分子メカニズムの解明が不可欠である。その研究成果によって

薬剤標的を明らかにすることで、画期的な創薬に結びつく。 

認知症の根本治療薬の開発は重要であり、現在、メガファーマを中心に抗体医薬を含む

創薬が進んでいる。また、老健施設等で種々の作業療法や学習療法が認知機能の防止や改

善を目指して行われているが、有効性のエビデンスは小規模での検証にとどまっている。

大規模な臨床研究によって有効性を確立し、医療として確立することが期待される。 

老年疾患に対する制御薬の開発には、細胞の栄養や酸化ストレスの感知・反応メカニズ

ムの解明から標的因子を見いだす必要がある。また、加齢に伴う免疫異常や免疫疾患の研

究を推進することで、免疫疾患治療薬の開発に期待したい。フレイルにおいても、骨粗鬆

症や筋力低下の分子機序の解明に基づく予防薬や改善薬の開発は重要である。ウェアラブ

ルデバイスによる運動や睡眠のモニタリングの活用、介護ロボット等の工学機器の開発に

よる介護の抜本的な改善が期待される。 

② 遠隔医療（Telemedicine）の構築 

わが国の超高齢化は農漁村や離島に顕著である。人口高齢化のため疾患発症頻度が高い

にも関わらず、そのような地域には医師が不在であることが多い。そのような場合には、

ICT を利用して都会の基幹病院の医師と連絡を取り、医療を進められるシステムを早急に

構築すべきである。現在、ICT を利用した遠隔医療の整備は進められてはいるものの不十

分であり、ICT 利用におけるハード面、ソフト面の問題を解決し、早急な体制整備が求め

られる。具体的には、ICT の専門知識をもつスタッフ確保、データ転送に伴うセキュリテ

ィー維持の問題を早急に解決すべきである。特に、スマートフォンを利用した心電図や血

液検査、生体センサ情報などのデータを遠隔で評価出来るシステムの開発が望まれる。 

 

(2)  まちづくりにおけるイノベーションと Gerontechnology 

人生 100 年時代の到来を見据え、高齢者から若者まで誰もがいくつになっても活躍で

き、安心して暮らすことのできる地域共生社会を目指すべきである。少子高齢化にともな
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う生産年齢人口の減少は、日本社会が直視すべき喫緊の課題であるが、高齢化を危機とみ

なすのではなく、チャンスとして活用する考え方への転換をすべきである。特に、定年退

職後も健康で活動的な元気高齢者（いわゆるアクティブシニア）は 65歳以上の高齢者全体

の約 9割を占めており、その大半は何らかの形で就労を含む社会参加をしたいと考えてい

る[36]。彼らを新しい人的資源と捉え、まちづくり全体におけるイノベーションが求めら

れている。地域、年齢、性別、言語等による格差なく、潜在的・多様なニーズにきめ細や

かに対応したサービスが提供され、経済的発展と社会課題の解決を両立できる人間中心の

地域社会の実現を目指すべきである。そこには、地域での人とのつながり等も含めた社会

の原点が地域内で見直されるべきであり、Gerontechnology を駆使した総合的技術開発の

将来デザインも必要である。クラウドコンピューティングやビッグデータ、AI、そして IoT

等の多様な活用により、膨大なデータに短時間で対応でき、将来推計や迅速かつ多様なソ

リューションの創出、個々人のフレイル化と地域社会のフレイル化（例；社会的孤立/孤食

/閉じこもり等）に対する見守りへの技術支援、食、歩行・移動支援技術、バーチャルリア

リティ等に対する多面的な技術支援が超高齢社会を活力あるものにするために期待される。

こうした中、未来社会の姿として Society5.0注)が提唱されているように、超高齢社会にお

けるイノベーションを分野横断的「産学官民連携」により推し進め、健康・介護・生きが

い・生涯現役・都市計画等の幅広い分野とテクノロジーとの融合をしていくべきである。 
注）Society5.0：サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済

発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）。  
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９ 提言 
我が国における超高齢社会到来の深刻な影響は近年認識されつつあるが、対応が後手に

回っている面のあることは否めない。本分科会では、医学医療において喫緊の課題解決の

ために実施すべきことを以下のように提言する。 
(1)  超高齢社会を迎え健康長寿社会構築に向けた、医療におけるパラダイム転換を図る

べきである。すなわち「治す医療から治し支える医療」へのパラダイム転換を推し進める

なかで、各地域での各種かかりつけ機能や基幹病院等も含めた高齢者の総合診療体制を構

築すべきである。 

 

(2)  老年病専門医の養成を含め、高齢者医療に包括的に対応できる次世代の医療人材の

育成を推進すべきである 

 

(3)  高齢者のフレイル対策を医学的視点とまちづくりの視点の両方から推進すべきであ

る。なかでも安定した食習慣と栄養管理を推進するべく、高齢期における栄養摂取に対す

る考え方のパラダイム転換をすべきである 

 

(4)  高齢者の薬物療法においてポリファーマシー対策を推進すべきである 

 

(5)  健康長寿社会に向けて医療面およびまちづくりの視点でイノベーションを推進する

べきである 
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                              別紙様式２ 

提言等の提出チェックシート 

 
このチェックシートは、日本学術会議において意思の表出（提言・報告・回答、以下「提言等」とい

う）の査読を円滑に行い、提言等（案）の作成者、査読者、事務局等の労力を最終的に軽減するための

ものです 1。 
提言等（案）の作成者は提出の際に以下の項目を１～11 をチェックし、さらに英文タイトル（必須）、

英文アブストラクト（任意）、SDGs との関連の有無（任意）を記載し、提言等（案）に添えて査読時に

提出してください。 
 

記入者（委員会等名・氏名）：老化分科会 飯島勝矢 
 
和文タイトル  
活力ある超高齢社会の構築に向けて －これからの日本の医学・医療、そして社会のあり方－ 
 
英文タイトル（ネイティヴ・チェックを受けてください） 

The proposal to generate the active and vibrant super-aged society: The future direction of medical 

science, practice and the society in Japan 
 

 項目 チェック 
1.表題 表題と内容は一致している。 1. はい 

2. いいえ 
2.論理展開 1 どのような現状があり、何が問題であるかが十分に記述され

ている。 
1. はい 
2. いいえ 

3.論理展開 2 特に提言については、政策等への実現に向けて、具体的な行

政等の担当部局を想定していますか（例：文部科学省研究振

興局等）。 

1.部局名： 
文部科学省高等

教育局、科学技

術・学術政策局、

研究振興局、厚

生 労 働 省 医 政

局、健康局、医

薬・生活衛生局、

保険局 
2. いいえ 

4.読みやすさ 1 本文は 20 ページ（A4、フォント 12P、40 字×38 行）以内

である。※図表を含む 
1. はい 
2. いいえ 

5.読みやすさ 2 専門家でなくとも、十分理解できる内容であり、文章として 1. はい 

                                                   
1 参考： 日本学術会議会長メッセージ、「提言等の円滑な審議のために」(2014 年 5 月 30 日)。
http://www.scj.go.jp/ja/head/pdf/1 
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よく練られている。 2. いいえ 
6.要旨 要旨は、要旨のみでも独立した文章として読めるものであり

2 ページ（A4、フォント 12P、40 字×38 行）以内である。 
1. はい 
2. いいえ(3 頁) 

7.エビデンス 記述・主張を裏付けるデータ、出典、参考文献をすべて掲載

した。 
1. はい 
2. いいえ 

8.適切な引用 いわゆる「コピペ」（出典を示さないで引用を行うこと）や、

内容をゆがめた引用等は行わず、適切な引用を行った。 
1. はい 
2. いいえ 

9.既出の提言等と

の関係 

日本学術会議の既出の関連提言等を踏まえ、議論を展開して

いる。 
1. はい 
2. いいえ 

10.利益誘導 利益誘導と誤解されることのない内容である。 1. はい 
2. いいえ 

11.委員会等の趣旨

整合 

委員会・分科会の設置趣旨と整合している。 
 

1. はい 
2. いいえ 

※９で「はい」を記入した場合、その提言等のタイトルと発出委員会・年月日、既出の提言等との関係、

相違点等について概要をお書きください 
 
※チェック欄で「いいえ」を選択した場合、その理由があればお書きください 
 

 
 
◎ SDGs（持続可能な開発目標）との関連（任意） 

以下の 17 の目標のうち、提出する提言等（案）が関連するものに〇をつけてください（複数可）。提

言等公表後、学術会議 HP 上「SDGs と学術会議」コーナーで紹介します。 
 

1. （ ）貧困をなくそう 
2. （ ）飢餓をゼロに 
3. （ ）すべての人に保健と福祉を 
4. （〇）質の高い教育をみんなに 
5. （ ）ジェンダー平等を実現しよう 
6. （ ）安全な水とトイレを世界中に 
7. （ ）エネルギーをみんなに、そしてクリーンに 
8. （〇）働きがいも経済成長も 
9. （〇）産業と技術革新の基盤をつくろう 
10. （ ）人や国の不平等をなくそう 
11. （〇）住み続けられるまちづくりを 
12. （ ）つくる責任つかう責任 
13. （ ）気候変動に具体的な対策を 
14. （ ）海の豊かさを守ろう 
15. （ ）陸の豊かさも守ろう 
16. （〇）平和と公正をすべての人に 
17. （〇）パートナーシップで目標を達成しよう 
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※「持続可能な開発目標（SDGs）」とは 
2015 年 9 月に国連総会が決議した「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」が掲げた目標。 
詳細は国連広報センターHP をご覧ください。 

http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/ 
 

提言等公表時のＳＤＧｓ説明 

 
この説明は、日本学術会議の意思の表出（提言・報告・回答、以下「提言等」という）を日本学術会

議ホームページの SDGs コーナーで紹介し、多くの関係者の閲読を促進するためのものです。 
提言提出時のチェックシートにおいて SDGs との関連に記述した場合は、日本語紹介文と英文アブス

トラクトを記載し、提出してください。 
 

記入者（委員会等名・氏名）：老化分科会・飯島勝矢 
 
和文タイトル  
活力ある超高齢社会の構築に向けて －これからの日本の医学・医療、そして社会のあり方－ 
 
◎ SDGs（持続可能な開発目標）との関連 
チェックシートで選択した項目に〇をつけてください。 
1.（ ）貧困 2.（ ）飢餓 3.（ ）健康 4.（〇）教育 5.（ ）ジェンダー平等 
6.（ ）安全な水  7.（ ）エネルギー 8.（〇）経済成長  9.（〇）産業と技術革新 
10.（ ）不平等  11.（〇）まちづくり 12.（ ）つくるつかう責任 13.（ ）気候変動 
14.（ ）海の豊かさ 15.（ ）陸の豊かさ 16.（〇）平和と公正 17.（〇）ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ 
 
◎ 和文紹介文 200 字以内 
個々の健康の視点からだけではなく、その環境や地域社会の在り方という広い視野から高齢化する日本

社会の将来ビジョンを提言する。まず従来の治す医療から「治し支える医療」へのパラダイム転換を図

るべきである。さらに高齢者のフレイル対策には多面的な包括的アプローチが求められ、なかでも栄養

管理を再考すべきである。さらに、高齢者の薬物療法においてポリファーマシー対策も重要である。ま

た地域共生社会も含めたまちづくりや産学官民連携の視点も必要である。 
 
◎ 英文アブストラクト 150 words 以内 
Japan is now entering the era of a super-aged society both on an unprecedented scale and at 
extraordinary speed.  This proposal advocates the creation of new knowledges regarding the future 
vision from not only a viewpoint of individual health but also its environment and community.  
Initially, we should introduce a paradigm change from only “cure” to both "cure and life support" 
regarding medical care for older people.  In addition, it is necessary to promote comprehensive 
approaches to prevent/improve frailty in older people, and especially we should consider the change 
in concept of nutritional management for older people from “against metabolic syndrome” to “against 
frailty”.  Furthermore, countermeasures for polypharmacy are urgent in the pharmacotherapy.  
Finally, the viewpoint of community development (i.e. re-designing) is also necessary towards a 
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creation of the community where people live side by side through cooperation among industry, 
academia, public administration, private sectors and citizens. 
 
◎ キャッチフレーズ 20 字以内 
活力ある超高齢社会の構築に向けて 
 
◎ キーワード ５つ程度 
治し支える医療、フレイル対策、ポリファーマシー対策、地域共生社会、産学官民連携 
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