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終
活
で

知
っ
て
お
き
た
い
こ
と

近
年
、
メ
デ
ィ
ア
で
話
題
の
「
終
活
」。
言
葉
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ

て
も
具
体
的
に
何
を
す
る
か
分
か
ら
な
い
人
が
多
い
の
が
実
情
で
す
。「
人

生
１
０
０
年
時
代
」
と
言
わ
れ
る
中
、
自
分
の
人
生
を
総
括
し
、
今
後

の
人
生
を
よ
り
豊
か
な
時
間
に
す
る
た
め
に
準
備
す
べ
き
こ
と
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

超
高
齢
化
社
会
の
中
で

注
目
さ
れ
る
「
終
活
」

も
し
万
一
の
こ
と
が
あ
っ
た
際
、
誰
が
自

分
を
看
取
り
、
死
後
の
整
理
を
す
る
の
か
、

不
安
に
思
う
人
も
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

実
際
に
は
、
多
少
の
ト
ラ
ブ
ル
は
あ
っ
て

も
、
残
さ
れ
た
親
族
や
友
人
、
自
治
体
な
ど

が
何
と
か
対
処
す
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、

「
人
生
1
0
0
年
時
代
」
が
現
実
的
に
な
っ

て
き
た
今
、
人
生
の
終
盤
期
や
死
後
に
関
し

て
不
安
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
整
理
す

る
こ
と
で
気
持
ち
が
軽
く
な
り
、
長
い
老
後

を
よ
り
生
き
生
き
と
楽
し
く
過
ご
せ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
の
準
備
を

す
る
の
が
「
終
活
」
な
の
で
す
。

終
活
は
い
つ
、
ど
ん
な
こ
と
を

す
れ
ば
い
い
？

死
を
身
近
に
感
じ
る
年
齢
に
な
る
ほ
ど
、

人
生
の
終
盤
期
の
過
ご
し
方
や
死
後
の
準

備
を
考
え
、
実
行
に
移
す
こ
と
が
難
し
く

な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
認
知
症
や
介
護

な
ど
、「
ま
だ
ま
だ
先
の
話
」
と
思
っ
て
い

る
ぐ
ら
い
が
、
終
活
を
す
る
適
齢
期
と
い

え
そ
う
で
す
。

終
活
に
は
「
必
ず
こ
れ
を
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
」
と
い
う
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
本
記
事
で
は
、
①
財
産
管
理
、
②

医
療
・
介
護
、
③
葬
儀
・
納
骨
、
④
死
後

の
事
務
手
続
き
、
⑤
遺
産
・
遺
品
の
五
つ

の
項
目
に
分
け
て
詳
し
く
解
説
し
て
い
き

ま
す
。
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❶ 
財
産
管
理

自
分
の
財
産
を
す
べ
て
書
き
出
し

関
係
書
類
も
分
か
り
や
す
く
保
管

高
齢
に
な
る
と
記
憶
力
や
判
断
能
力
が

衰
え
、
自
分
の
財
産
を
把
握
し
た
り
管
理

し
た
り
す
る
の
が
難
し
く
な
り
ま
す
。
そ

う
な
る
前
に
、
ま
ず
は
持
っ
て
い
る
財
産

と
預
け
先
、
金
額
な
ど
を
書
き
出
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
【
図
表
１
】。

資
産
は
預
貯
金
、
株
や
投
資
信
託
な
ど
の

投
資
商
品
、
不
動
産
、
生
命
保
険
と
い
っ
た

プ
ラ
ス
の
資
産
だ
け
で
な
く
、
マ
イ
ナ
ス
の

資
産
で
あ
る
負
債
（
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
）
も

き
ち
ん
と
書
き
出
し
ま
す
。
金
額
ま
で
す
べ

て
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
が
気
に
な
る
な
ら
、

預
貯
金
の
残
高
や
投
資
商
品
の
評
価
額
ま

で
は
書
か
な
く
て
も
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
を
書
き
記
し
た
ノ
ー
ト
の
保
管

場
所
は
、
信
頼
で
き
る
人
だ
け
に
伝
え
て

く
だ
さ
い
。
生
命
保
険
証
書
や
不
動
産
の
登

記
済
権
利
証
（
登
記
識
別
情
報
）
も
、
保

管
場
所
が
わ
か
ら
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
、

ま
と
め
て
整
理
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

成
年
後
見
制
度
や

信
託
な
ど
で
財
産
管
理
を

託
す
方
法
も

認
知
症
な
ど
で
判
断
力
が
著
し
く
低
下

す
る
と
、
医
療
費
や
生
活
費
な
ど
の
お
金

の
管
理
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
本
人
の
同
意
は
無

効
と
な
り
、
預
貯
金
口
座
か
ら
の
引
き
出

し
や
解
約
は
家
族
で
あ
っ
て
も
で
き
な
く
な

り
ま
す
。
ま
た
、
詐
欺
被
害
に
あ
っ
た
り
、

不
要
な
契
約
を
締
結
し
て
し
ま
う
お
そ
れ

も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
事
態
に
対
応
す
る

た
め
、「
成
年
後
見
制
度
」
で
財
産
管
理
を

託
す
と
い
う
方
法
が
あ
り
ま
す
。

成
年
後
見
制
度
は
認
知
症
な
ど
で
判
断

能
力
が
下
が
り
、
日
常
生
活
や
財
産
管
理

に
支
障
が
出
た
人
を
手
助
け
す
る
た
め
の
制

度
で
す
。
後
見
人
の
選
び
方
な
ど
に
よ
っ
て
、

「
法
定
後
見
制
度
」
と
「
任
意
後
見
制
度
」

の
二
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
【
図
表
２
】。

【図表１】自分の財産を書き出す

（出所）監修者作成

2　投資商品（株・投資信託・REIT・債券など）
金融機関名 支店名 名義 商品 銘柄名 評価額

例）ABC証券 大手町支店 山田太郎 投資信託 全世界株式
インデックス投信

80万円
(▲年▲月▲日現在)

円
合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  円

4　生命保険（終身保険・定期保険・個人年金保険など）
会社名 証券番号 契約者 保険種類 被保険者 受取人 保険金額

例）ABC保険 12345 山田太郎 個人年金 山田太郎 山田太郎 年70万円×10年
円

合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  円

5　負債
ローンの種類 借入先 借入金額 完済予定日 残高

例）住宅ローン DEF銀行 3,000万円 72歳(2030年4月) 800万円
（▲年▲月▲日現在）

　　　円
合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  円

1　預貯金（普通預金・定期預金・貯蓄預金など）
金融機関名 支店名 名義 種別 残高

例）ABC銀行 大手町支店 山田太郎 普通預金 250万円

　　円
合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  円

3　不動産（土地・戸建て・マンション）
形態 所在地 名義人／持ち分 面積 評価額

例）マンション 東京都八王子市八王子町●‐●‐● 山田太郎 70㎡ 2,000万円
　　　円

合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  円

《制度には二つの種類がある》

法定後見制度 任意後見制度

すでに判断力が不十分な人を法的に支援し、権利や財産を守るこ
とを目的とした制度で、家庭裁判所の判断で後見人が選ばれる。
本人の判断能力に合わせて、後見・保佐・補助の三つの類型があ
る

十分な判断能力があるうちに、自らが選んだ人（任意後見受任者）と、
公正証書によって生活や財産管理に関する契約をあらかじめ結んでお
く制度。判断能力が低下した時点で、家庭裁判所が「任意後見監督人」
を選任すると、「任意後見人」として仕事を開始する

《後見人には二つの役割がある》

身上監護 財産管理

介護サービス契約や施設入所契約など、本人が安心して生活でき
る環境を整える

本人の資産や収支を把握し、適正かつ計画的に資産を維持する

【図表2】成年後見制度の概要

（出所）『成年後見制度』（権利擁護センター「めぐろ」）を基に監修者作成
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前
者
は
、
認
知
症
な
ど
に
よ
り
す
で
に
判

断
能
力
の
欠
如
、
衰
え
が
見
ら
れ
る
場
合
の

た
め
の
制
度
で
、
家
庭
裁
判
所
の
判
断
で
後

見
人
が
選
ば
れ
ま
す
。
後
者
は
、
将
来
判
断

能
力
が
低
下
し
た
と
き
に
備
え
て
、
あ
ら
か

じ
め
自
分
で
成
年
後
見
人
を
選
定
し
て
お
く

制
度
で
す
。

成
年
後
見
人
に
は
、
被
後
見
人
（
本
人
）

の
「
身
上
監
護
」
と
「
財
産
管
理
」
を
任
せ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
身
上
監
護
と
は
、
本

人
の
医
療
や
福
祉
、
介
護
な
ど
の
手
続
き
や

支
払
い
を
行
う
こ
と
、
財
産
管
理
と
は
、
預

貯
金
や
不
動
産
の
管
理
、
税
金
の
申
告
、
納

税
等
を
行
う
こ
と
で
す
。

成
年
後
見
人
へ
の
報
酬
は
、
法
定
後
見
制

度
の
場
合
、
家
庭
裁
判
所
が
業
務
内
容
や
本

人
の
資
力
に
よ
っ
て
1
年
ご
と
に
決
定
し
、

任
意
後
見
制
度
の
場
合
は
、
契
約
書
で
あ
ら

か
じ
め
決
め
て
お
き
ま
す
。

ま
た
、「
信
託
」と
い
う
仕
組
み
を
利
用
し
、

本
人
の
希
望
に
添
っ
た
財
産
管
理
や
遺
産
の

承
継
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
【
図
表
3
】。

信
託
と
は
、
信
頼
で
き
る
人
に
自
分
の
財

産
を
託
し
、
管
理
・
処
分
し
て
も
ら
う
制
度

の
こ
と
。
財
産
を
預
け
る
「
委
託
者
」
と
財

産
を
預
か
っ
て
管
理・処
分
す
る「
受
託
者
」、

財
産
か
ら
生
じ
る
利
益
を
得
る
「
受
益
者
」

の
３
者
か
ら
な
り
、
受
託
者
は
委
託
者
の
決

め
た
目
的
の
実
現
に
向
け
て
信
託
さ
れ
た
財

産
を
管
理
・
処
分
し
ま
す
。

信
託
に
は
「
民
事
信
託
」
と
「
商
事
信
託
」

が
あ
り
、民
事
信
託
の
一
つ
に
「
家
族
信
託
」

が
あ
り
ま
す
。
家
族
信
託
は
、
信
頼
で
き
る

家
族
に
対
し
て
財
産
を
託
し
継
承
す
る
仕
組

み
で
す
。
一
方
で
、
商
事
信
託
は
、
受
託
者

と
な
る
信
託
銀
行
や
法
人
が
財
産
を
管
理
し

ま
す
。

信
託
契
約
を
結
ん
だ
時
点
で
本
人
の
希

望
に
従
っ
て
資
産
管
理
と
処
分
が
始
ま
る
た

め
、
自
分
が
元
気
な
う
ち
に
資
産
が
承
継
で

き
る
安
心
感
が
あ
り
ま
す
。

財
産
管
理
に
つ
い
て
は
、必
要
に
応
じ
て
、

こ
う
い
っ
た
制
度
の
利
用
を
検
討
す
る
の
も

一
案
で
す
。

　

❷ 

医
療
・
介
護

病
気
や
介
護
に
な
っ
た
と
き
の

準
備
を
し
て
お
く

高
齢
に
な
る
と
、
医
療
機
関
の
お
世
話
に

な
る
こ
と
も
多
く
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

日
ご
ろ
か
ら
小
さ
な
こ
と
で
も
相
談
で
き
る

「
か
か
り
つ
け
医
」
を
も
っ
て
お
く
こ
と
が

大
切
で
す
。
自
分
で
は
気
づ
き
に
く
い
体
調

の
変
化
に
気
づ
い
て
く
れ
る
人
が
身
近
に
い

る
と
安
心
で
す
し
、
専
門
医
や
大
規
模
な
病

院
を
紹
介
し
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

最
期
を
自
宅
で
過
ご
し
た
い
と
い
う
希
望
が

あ
る
場
合
は
、
訪
問
診
療
が
可
能
な
か
か
り

つ
け
医
を
探
し
て
お
く
の
も
よ
い
で
し
ょ

う
。ま

た
、「
介
護
を
受
け
る
こ
と
な
く
い
つ

ま
で
身
体
が
動
く
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
の

も
、よ
く
あ
る
不
安
で
す
。
厚
生
労
働
省「
介

護
給
付
費
等
実
態
統
計
」、
総
務
省
統
計
局

「
人
口
推
計
」
の
２
０
２
０
年
５
月
の
デ
ー

タ
に
よ
れ
ば
、
介
護
保
険
の
要
支
援
・
要
介

護
認
定
者
の
割
合
は
、
70
〜
74
歳
で
は
３
・

８
％
で
す
が
、
80
〜
84
歳
で
は
18
・
８
％
、

85
歳
以
上
で
は
47
・
５
％
と
、
加
齢
と
と
も

に
上
昇
し
ま
す
。

デ
ー
タ
上
で
は
、
早
く
か
ら
介
護
リ
ス
ク

を
過
剰
に
心
配
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
も

見
え
ま
す
が
、
突
如
と
し
て
支
援
が
必
要
に

な
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
介
護
保
険
で
受

け
ら
れ
る
支
援
内
容
を
調
べ
た
り
、
家
族
の

誰
に
サ
ポ
ー
ト
を
頼
む
か
な
ど
を
考
え
て
お

く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
介
護
時
に
役
立
つ
よ

う
、病
歴
や
服
用
薬
な
ど
が
分
か
る
よ
う
に
、

書
き
記
し
て
お
く
こ
と
も
大
切
で
す
。

ま
た
、
認
知
症
が
心
配
な
人
は
、
❶
財
産

管
理
で
解
説
し
た
「
成
年
後
見
制
度
」
が
選

択
肢
の
一
つ
と
な
り
ま
す
。成
年
後
見
人
に
、

被
後
見
人
の
医
療
や
福
祉
、
介
護
保
険
な
ど

の
手
続
き
や
支
払
い
な
ど
を
し
て
も
ら
え
ま

す
。

治
療
方
法
や
告
知
、
終
末
期
医
療
の

希
望
を
伝
え
る

病
院
で
治
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と

き
の
た
め
に
、
治
療
方
法
や
告
知
、
終
末
期

医
療
な
ど
の
希
望
を
整
理
し
、
家
族
な
ど
に

伝
え
て
お
く
の
も
、
終
活
の
一
つ
で
す
。

例
え
ば
、
病
名
や
余
命
を
き
ち
ん
と
告
知

し
て
ほ
し
い
、
終
末
期
医
療
で
苦
し
ま
な
い

よ
う
緩
和
ケ
ア
（
病
気
に
伴
う
身
体
と
心
の

痛
み
を
や
わ
ら
げ
る
処
置
の
こ
と
）
を
希
望

す
る
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

医
療
方
針
を
よ
り
明
確
に
し
て
お
き
た
け

れ
ば
、「
事
前
指
示
書
」
を
用
意
す
る
の
も

よ
い
で
し
ょ
う
。
事
前
指
示
書
と
は
、
将
来

【図表３】信託の仕組み

信託財産

（信託契約や遺言で
受益者を指定）

・受託者が家族
　⇒家族信託

・受託者が信託銀行や法人
　⇒商事信託

（出所）監修者作成

①信託の
　契約や遺言

②信託財産を
　　　　託す

④利益などの
　給付

③財産の
　管理・処分など

受益者
（利益を得る人）

委託者
（財産を託す人）

受託者
（財産を預かる人・法人）

自分

親族、
専門家

親族など

⎧
⎨
⎩
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自
分
が
判
断
能
力
を
失
っ
た
際
に
、
自
分
に

行
わ
れ
る
医
療
行
為
へ
の
意
向
を
前
も
っ
て

意
思
表
示
す
る
た
め
の
文
書
で
す
。
終
末
期

医
療
で
の
延
命
措
置
拒
絶
の
意
思
表
明
な
ど

は
、
医
療
関
係
者
と
の
話
し
合
い
で
意
思
表

示
を
し
て
お
く
ほ
か
、「
尊
厳
死
宣
言
書
（
リ

ビ
ン
グ
ウ
イ
ル
）」
と
し
て
残
す
こ
と
も
で

き
ま
す
。

❸ 

葬
儀
・
納
骨

希
望
す
る
葬
儀
の
タ
イ
プ
と

か
か
る
費
用
を
調
べ
て
お
く

た
く
さ
ん
の
友
人
・
知
人
を
呼
ん
で
盛
大

に
、
あ
る
い
は
近
親
者
だ
け
で
慎
ま
し
く
な

ど
、
ど
ん
な
葬
儀
を
希
望
す
る
か
は
人
そ
れ

ぞ
れ
で
す
。

葬
儀
は
、
大
ま
か
に
「
一
般
葬
」、「
家
族

葬
」、「
直
葬
」
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
一
般
葬

は
、
親
族
だ
け
で
な
く
知
人
、
近
隣
の
人
な

ど
、
た
く
さ
ん
の
人
が
見
送
る
形
式
。
家
族

葬
は
、
親
族
や
故
人
と
親
し
か
っ
た
友
人

な
ど
少
人
数
で
見
送
る
形
式
。
直
葬
は
通
夜

や
告
別
式
を
せ
ず
に
火
葬
を
行
う
形
式
で
す

【
図
表
4
】。

一
般
的
に
は
、
参
加
者
の
多
い
一
般
葬
が

も
っ
と
も
費
用
が
高
く
、
家
族
葬
、
直
葬
の

順
で
費
用
は
低
く
な
り
ま
す
。
葬
儀
の
希
望

を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
と
も
に
、
葬
儀
社
な
ど

に
相
談
し
、
見
積
も
り
を
取
っ
て
お
く
と
よ

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
葬
儀
を
執
り
行
う
前
に
は
、
遺
族

が
関
係
者
た
ち
に
連
絡
を
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
自
分
を
見
送
っ
て
ほ
し
い
と
思
う

人
た
ち
の
名
前
、
電
話
番
号
、
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
を
、
年
賀
状
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
リ

ス
ト
に
し
て
ま
と
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

ど
ん
な
お
墓
に
入
る
か

早
め
に
考
え
て
お
く

自
分
が
入
る
お
墓
に
つ
い
て
も
考
え
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
お
墓
は
、
寺
院
が
管

理
す
る
寺
院
墓
地
、
宗
教
法
人
や
公
益
法
人

が
管
理
す
る
民
営
霊
園
、
地
方
自
治
体
が
管

理
す
る
公
営
霊
園
に
分
か
れ
ま
す【
図
表
5
】。

菩
提
寺
に
あ
る
先
祖
代
々
の
お
墓
に
入
る
の

か
、
新
た
に
お
墓
を
購
入
す
る
の
か
な
ど
を

考
え
る
と
と
も
に
、
必
要
な
費
用
や
管
理
の

仕
方
に
つ
い
て
も
調
べ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

お
墓
を
維
持
す
る
に
は
、
定
期
的
な
掃
除

を
行
っ
た
り
、
墓
地
・
霊
園
の
管
理
料
な
ど

を
支
払
う
人
が
必
要
で
す
。
も
し
も
新
た
な

お
墓
の
購
入
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
子
ど

も
な
ど
の
お
墓
の
承
継
者
（
お
墓
の
管
理
を

引
き
継
ぐ
人
）
と
も
相
談
し
、
通
い
や
す
い

場
所
を
選
び
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
先
祖
代
々

の
お
墓
に
入
り
た
い
け
れ
ど
、
遠
方
に
あ
っ

て
承
継
者
が
管
理
し
づ
ら
い
場
合
、
お
墓
を

近
く
に
移
転
（
改
葬
）
す
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。

お
墓
の
承
継
者
が
い
な
い
場
合
は
、
菩
提

寺
や
霊
園
に
一
定
の
費
用
を
支
払
う
こ
と
で

供
養
・
管
理
を
し
て
も
ら
う
「
永
代
供
養
」

も
検
討
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
海
や
山
へ
の

散
骨
や
樹
木
葬
な
ど
の
自
然
葬
を
希
望
す
る

人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
勝

手
に
海
洋
や
他
人
の
土
地
に
散
骨
し
た
り
、

埋
葬
す
る
こ
と
は
罰
せ
ら
れ
る
可
能
性
も
あ

り
ま
す
。
自
然
葬
を
望
む
場
合
は
十
分
に
専

門
家
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

一般葬 通夜 告別式 火葬 納骨

火葬 納骨

通夜 告別式 火葬 納骨

の一部を省略する場合もある

（出所）監修者作成

【図表４】大まかな葬儀の種類と流れ 

【図表５】お墓の種類

多

参加者
（費用）

少

（出所）監修者作成

条　件 メ リ ッ ト デメリット

・檀家であること
・ 承継者がいることを条
件にする場合もある

・ 生前購入ができ、手厚く供養
してもらえる

・ 寺院によって費用のばらつきが大き
い。お布施などが別途かかる場合もあ
る

条　件 メ リ ッ ト デメリット

・とくになし ・ 普通は生前購入ができる
・ 使用料（永代使用料）や管理料が割高
・ 指定の石材店で墓石を購入しなければ
ならない場合もある

条　件 メ リ ッ ト デメリット

・ その自治体の住民であ
ること

・ 使用料（永代使用料）が割安
・ 石材店も自分で決められる

 ・募集数、募集期間に限りがある
・普通は生前購入ができない

寺院墓地
（管理：寺院）

民営霊園
（管理：宗教法人・公益法人）

公営霊園
（管理：地方自治体）

直葬

家族葬



20くらし塾 きんゆう塾 2021年冬号

❹ 
死
後
の
事
務
手
続
き

死
後
の
手
続
き
が
ス
ム
ー
ズ
に

い
く
よ
う
準
備
し
て
お
く

身
近
な
人
が
亡
く
な
る
と
、
周
囲
の
人

は
悲
し
み
に
暮
れ
る
暇
も
な
く
さ
ま
ざ
ま

な
対
応
を
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
は
葬
儀
社
の
手
配
、
遺
体
の
搬
送

な
ど
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
７
日
目
ま
で
を
目
安

に
通
夜
、
告
別
式
な
ど
を
執
り
行
い
ま
す
。

こ
の
他
、
健
康
保
険
証
や
介
護
保
険
証
の

返
却
、
公
的
年
金
の
停
止
、
電
気
、
ガ
ス
、

水
道
な
ど
の
解
約
、
部
屋
の
片
付
け
や
遺

品
の
整
理
な
ど
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
場

合
に
よ
っ
て
は
賃
貸
住
宅
の
明
渡
し
な
ど

も
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
【
図
表
６
】。

こ
う
い
っ
た
作
業
に
よ
る
遺
族
へ
の
負

担
を
軽
く
で
き
る
よ
う
、
死
後
に
必
要
な

手
続
き
に
使
う
も
の
（
健
康
保
険
証
や
介

護
保
険
証
、
年
金
証
書
や
光
熱
費
の
明
細

な
ど
）
を
整
理
し
す
ぐ
見
つ
け
ら
れ
る
よ

う
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

親
族
に
任
せ
ら
れ
な
い
場
合

「
死
後
事
務
委
任
契
約
」
を
利
用 

死
後
の
手
続
き
や
作
業
を
親
族
に
任
せ

る
こ
と
が
難
し
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
の
が
、「
死

後
事
務
委
任
契
約
」
で
す
。
こ
れ
は
、
契

約
に
よ
り
、あ
ら
か
じ
め
代
理
人
（
受
任
者
）

を
決
め
て
お
き
、
自
分
（
委
任
者
）
の
希

望
ど
お
り
に
死
亡
後
の
手
続
き
を
行
っ
て

も
ら
う
も
の
で
す
。
代
理
人
に
任
せ
ら
れ

る
の
は
、
死
亡
時
の
遺
体
引
取
り
の
手
配
、

死
亡
届
の
提
出
や
火
葬
許
可
証
の
申
請
・

受
領
、
賃
貸
住
宅
の
明
渡
し
や
遺
品
整
理
、

社
会
保
険
・
国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金

保
険
等
の
資
格
喪
失
手
続
き
な
ど
で
、【
図

表
６
】
に
挙
げ
た
死
後
の
手
続
き
は
概
ね

カ
バ
ー
で
き
ま
す
。

  

【
図
表
７
】
は
死
後
事
務
委
任
契
約
の
大

ま
か
な
流
れ
に
な
り
ま
す
。
代
理
人
に
は

と
く
に
資
格
な
ど
は
必
要
な
く
、
友
人
や

知
人
に
任
せ
る
こ
と
も
可
能
で
す
が
、
煩

雑
な
手
続
き
も
多
い
た
め
、
負
担
を
掛
け

る
の
を
避
け
た
い
な
ら
ば
、
弁
護
士
や
司

法
書
士
、
行
政
書
士
な
ど
の
専
門
家
に
依

頼
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
手
続
き
や
葬

儀
に
か
か
る
費
用
の
ほ
か
、
報
酬
も
発
生

し
ま
す
の
で
、
頼
む
手
続
き
の
範
囲
や
費

用
に
つ
い
て
、
事
前
に
し
っ
か
り
確
認
し

て
お
い
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

【図表６】死亡直後の手続きとタイムスケジュールの目安

【図表７】死後事務委任契約の大まかな流れ

臨終 ・死亡診断書などを書いてもらう

手配 ・葬儀社の手配
・遺体の安置場所などの決定

搬送 ・自宅または葬儀場へ遺体の搬送

葬儀の準備
・葬儀社との打合わせ
・死亡届の提出、火葬許可申請
・関係者への連絡

葬儀 ・火葬許可証の提出と埋葬許可証の受取り
・通夜、告別式、火葬、収骨

保険・年金等の手続き
・年金受給の停止、未支給分の請求
・健康保険や介護保険の喪失手続き
・世帯主の変更など

その他の手続き ・電気、ガス、水道などの解約手続き

相続 ・相続の各種手続き
・遺品整理

当日

中2日
程度

7日目

14日目

以降

（出所）監修者作成

受任者を選ぶ

契約
（公正証書の作成）

臨終

死後事務委任契約を実行
（費用が発生）

契約終了

（出所）監修者作成
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　❺ 
遺
産
・
遺
品

遺
産
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
す
る
た
め

相
続
に
つ
い
て
考
え
る

  

「
争
族
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
ぐ
ら
い
、
亡

く
な
っ
た
後
の
財
産
の
分
け
方
は
ト
ラ
ブ
ル

に
な
る
こ
と
も
多
い
よ
う
で
す
が
、
子
ど
も

や
親
族
が
遺
産
争
い
を
す
る
の
は
絶
対
に
避

け
た
い
も
の
で
す
。
も
っ
と
も
、
夫
（
あ
る
い

は
妻
）
が
亡
く
な
っ
た
後
に
配
偶
者
が
遺
産

を
引
き
継
ぐ
「
一
次
相
続
」
で
は
あ
ま
り
ト

ラ
ブ
ル
は
起
き
ず
、
配
偶
者
が
亡
く
な
っ
た

後
に
、
残
さ
れ
た
子
ど
も
が
遺
産
を
分
け
合

う
「
二
次
相
続
」
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
問
題
が

起
こ
り
や
す
い
よ
う
で
す
。

遺
産
を
相
続
す
る
人
と
相
続
順
位
、
相
続

す
る
割
合
は
民
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
ず
は
そ
れ
を
把
握
し
、
自
分
が
亡

く
な
っ
た
ら
誰
に
ど
れ
ぐ
ら
い
の
遺
産
が
配

分
さ
れ
る
か
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

そ
の
う
え
で
、
も
し
特
定
の
人
物
（
法
定

相
続
人
以
外
も
含
む
）
に
多
く
遺
産
を
渡
し

た
い
場
合
に
は
、
遺
言
書
を
残
す
こ
と
を
考

え
て
く
だ
さ
い
。
遺
言
書
に
は
、
主
に
自
筆

証
書
遺
言
と
公
正
証
書
遺
言
の
２
種
類
が
あ

り
、
効
力
を
発
揮
す
る
に
は
正
し
い
書
式
で

作
成
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
【
図
表
８
】。

遺
言
書
に
は
、
財
産
を
そ
れ
ぞ
れ
誰
に
ど

ん
な
割
合
で
相
続
し
て
も
ら
い
た
い
か
希
望

を
書
き
ま
し
ょ
う
。

こ
の
ほ
か
、
特
定
の
団
体
に
寄
付
し
た
い

と
い
う
場
合
は
、
遺
言
に
よ
っ
て
財
産
を
他

者
に
譲
る
「
遺
贈
」
を
利
用
し
た
り
、
自
分

の
死
後
、
家
族
が
遺
産
で
も
め
る
こ
と
を
避

け
た
い
な
ら
ば
、
自
分
が
生
き
て
い
る
う
ち

に
「
生
前
贈
与
」
を
す
る
と
い
っ
た
方
法
も

あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
税
金
が
変
わ
っ
て
く

る
の
で
、専
門
家
に
相
談
す
る
の
も
一
案
で
す
。

遺
品
整
理
は
生
前
か
ら
始
め
る

デ
ジ
タ
ル
遺
品
に
も
注
意

自
分
が
住
ん
で
い
る
家
も
遺
産
に
含
ま
れ

ま
す
。
子
ど
も
が
す
で
に
自
分
の
生
活
拠
点

を
持
っ
て
い
れ
ば
、
処
分
し
て
も
よ
い
な
ど
、

自
分
の
希
望
を
家
族
に
伝
え
て
お
き
ま
し
ょ

う
。財

産
的
な
価
値
が
な
い
も
の
で
も
、
思
い

出
が
い
っ
ぱ
い
つ
ま
っ
た
家
族
に
と
っ
て
は
と

て
も
大
切
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
親
の
死
後

に
家
の
片
付
け
を
子
ど
も
が
行
う
際
に
は
、

な
か
な
か
片
付
け
が
進
ま
ず
、
思
っ
た
以
上

に
負
担
に
な
り
が
ち
で
す
。
生
前
か
ら
誰
に

何
を
譲
る
か
、
遺
品
の
形
見
分
け
に
つ
い
て
考

え
て
お
く
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
自
分
が
元
気

な
う
ち
に
あ
る
程
度
、
整
理
し
て
お
く
の
も
お

す
す
め
で
す
。

ま
た
、
最
近
増
え
て
い
る
の
が
「
デ
ジ
タ

ル
遺
品
」
の
処
分
の
問
題
。
ネ
ッ
ト
銀
行
や

ネ
ッ
ト
証
券
の
口
座
情
報
な
ど
だ
け
で
な
く
、

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
に
保
存
さ

れ
た
画
像
や
文
章
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
ア
カ
ウ
ン
ト

な
ど
も
、
Ｉ
Ｄ
や
パ
ス
ワ
ー
ド
を
書
き
留
め
て

お
き
、
き
ち
ん
と
遺
族
に
伝
わ
る
よ
う
、
準

備
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、

見
ら
れ
て
よ
い
フ
ォ
ル
ダ
と
そ
れ
以
外
の
フ
ォ

ル
ダ
に
分
け
て
お
く
な
ど
、
遺
族
が
困
ら
な

い
よ
う
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
終
活
で
は
情

報
や
希
望
を
書
き
出
し
た
り
、
物
を
整
理
し

て
保
管
す
る
作
業
が
多
い
の
で
、
信
頼
で
き

る
人
に
そ
れ
ら
を
確
実
に
伝
え
る
た
め
に
「
エ

ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
」
を
作
っ
て
お
く
の
も
一

案
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
も
の
が
終
活

の
す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
老
人

ホ
ー
ム
の
場
所
や
費
用
を
調
べ
た
り
、
飼
っ
て

い
る
ペ
ッ
ト
の
世
話
を
ど
う
す
る
の
か
考
え
る

こ
と
も
終
活
で
す
。
ま
ず
は
自
分
に
必
要
な

終
活
は
何
か
を
考
え
て
、
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら

準
備
を
始
め
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

【図表８】遺言書の主な種類とメリット・デメリット

自筆証書遺言

公正証書遺言

メリット

メリット

デメリット

デメリット

　遺言書の内容、日付、氏名を自筆し、捺印する。財産目録はパソコ
ンで作成することも可能

公証役場へ本人が出向き、公証人に遺言の内容を伝え作成してもら
う。公証人とは別に２人以上の証人立会が必要。内容を本人と公証人・
証人が確認し署名・捺印する

・費用がかからず作成できる
・遺言の内容や存在を秘密にできる
・ 法務局で保管してもらえば、紛失や改ざんのおそれ
がない※

・不備のない確実な遺言書が残せる
・ 公証役場で保管され、紛失や改ざんのおそれがない
・裁判所での検認は不要

・内容に不備があれば無効
・ 自宅などで保管した場合、紛失や発見されないおそれ
がある

・費用がかかる

※ 2020年7月の制度改正により法務局で保管できるようになった。法務
局に保管を申請した場合、裁判所の検認は不要

（出所）監修者作成

注： この二つのほかに秘密証書遺言があるが、あまり使われていない。

監修

天野　隆  
（あまの・たかし）

税理士法人レガシィ代表社員税理士、公認会計
士。慶應義塾大学経済学部卒業。アーサーアン
ダーセン会計事務所を経て現職。

汲田　健
（くみた・けん）

行政書士キートス法務事務所代表。「相続・遺言・
成年後見支援センター」を運営し、相続・遺言
等の実務に多数携わる。
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