
そこが知りたい！ そこが知りたい！ く ら し の 金 融 知 識 

   　
総
務
省
統
計
局
が
5
年
ご
と
に
行
っ

て
い
る
「
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
」（
平
成

20
年
）に
よ
れ
ば
、平
成
10
年
か
ら
平
成

20
年
ま
で
の
10
年
間
で
、高
齢
者
の
単
身

世
帯
は
2
4
3
万
世
帯
か
ら
4
1
4
万

世
帯
へ
と
7
割
以
上
も
急
増
し
て
い
ま
す
。

も
と
も
と
独
身
だ
っ
た
人
、身
よ
り
が
い

な
か
っ
た
人
で
な
く
と
も
、配
偶
者
に
先

立
た
れ
た
り
、子
ど
も
や
親
族
が
遠
方
で

暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
場
合
、誰
も
が
独

り
で
老
後
を
送
る
可
能
性
を
否
定
で
き

な
い
時
代
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
 

　
独
り
で
過
ご
す
老
後
。
ち
ょ
っ
と
想
像

し
た
だ
け
で
、心
配
ご
と
が
次
々
に
浮
か

ん
で
き
そ
う
で
す
。し
か
し
、い
た
ず
ら
に

不
安
を
募
ら
せ
る
だ
け
で
は
そ
の
解
消
に

は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。
独
り
暮
ら
し
の
老

後
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
知
り
、「
ど
う

し
よ
う
？
」
を
「
こ
う
す
れ
ば
い
い
！
」
と

い
う
、安
心
に
変
え
る
た
め
の
備
え
を
ぜ

ひ
始
め
ま
し
ょ
う
。
 

   　
年
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
暮

ら
し
の
変
化
を
、衣
食
住
に
分
け
て
予
測

し
て
み
る
と
、「
衣
」
は
、そ
れ
ほ
ど
大
き

な
変
化
は
な
く
、む
し
ろ
ス
ー
ツ
な
ど
の

仕
事
着
が
な
く
な
る
分
、費
用
は
軽
減
さ

れ
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。
 

　
逆
に
、そ
れ
な
り
に
費
用
が
か
か
っ
て

く
る
の
が「
住
」
。
体
力
が
衰
え
て
く
る
と
、

階
段
や
浴
室
、ト
イ
レ
な
ど
に
手
す
り
を

取
り
付
け
た
ほ
う
が
い
い
場
合
も
あ
り
ま

す
し
、段
差
を
な
く
す
た
め
の
ス
ロ
ー
プ

を
設
置
し
て
い
る
世
帯
も
多
い
よ
う
で
す
。

こ
う
い
っ
た
費
用
は
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

の
範
囲
内
で
ま
か
な
え
る
も
の
も
あ
り
、

要
介
護
度
に
か
か
わ
ら
ず
、支
給
限
度
額

は
20
万
で
自
己
負
担
は
そ
の
1
割
で
す

（
例
　
改
修
費
1
0
0
万
円
の
場
合
、保

険
給
付
18
万
円
、自
己
負
担
82
万
円
）。
 

　
ま
た
、若
い
こ
ろ
と
は
違
っ
た
視
点
で

考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
が「
食
」で
す
。

こ
っ
て
り
し
た
も
の
を
受
け
付
け
な
く
な
っ

て
き
た
り
、食
べ
る
量
自
体
も
減
っ
て
く

る
の
で
、健
康
な
体
で
あ
れ
ば
、高
齢
者

の
食
費
は
次
第
に
減
少
し
て
い
く
傾
向
に

あ
り
ま
す
。
 

　
し
か
し
、食
事
は
お
い
し
く
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
て
も
、そ
の
食
事
を
ど
の
よ
う

に
用
意
し
た
ら
い
い
か
考
え
た
こ
と
は
あ

る
で
し
ょ
う
か
？
年
を
重
ね
る
と
、足
腰

が
弱
っ
て
台
所
に
立
て
な
い
、買
い
物
に
行

け
な
い
と
い
う
状
態
に
な
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
し
、認
知
症
を
発
症
し
て
食
事
の
作

り
方
が
わ
か
ら
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。そ
の
際
に
、ど
の
よ
う
な

サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
の
か
を
調
べ
て

お
く
こ
と
が
、老
後
の
「
食
」
を
考
え
る
ポ

イ
ン
ト
に
な
っ
て
来
る
の
で
す
。
 

「
独
り
の
老
後
」
の
 

不
安
を
総
点
検
 

 

「
衣
食
住
」
の
費
用
は
 

ど
う
変
わ
る
？
 

老
い
を
迎
え
る
の
は
、生
き
て
い
る
限
り
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
が
、 

高
齢
者
に
な
れ
ば
暮
ら
し
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
、そ
の
際
に
何
が
必
要
な
の
か
が
 

あ
る
程
度
わ
か
る
と
、い
た
ず
ら
に
不
安
を
募
ら
せ
る
必
要
も
な
く
な
り
ま
す
。
 

秋
号
に
引
き
続
き
、老
後
の
暮
ら
し
と
お
金
に
つ
い
て
考
え
る
こ
の
コ
ー
ナ
ー
。
 

今
回
は
、「
独
り
暮
ら
し
の
老
後
」
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
み
ま
し
た
。
 

老
後
の
生
活
を
考
え
る 

「
独
り
の
老
後
」
に 

備
え
る 
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例
え
ば
、日
々
の
買
い
物
に
不
便
を
感

じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
ら
、ネ
ッ
ト
ス
ー
パ
ー

な
ど
の
食
材
宅
配
サ
ー
ビ
ス
が
便
利
で
す
。

お
米
や
キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
の
重
い
食
材
も
ス
タ
ッ

フ
が
自
宅
ま
で
届
け
て
く
れ
る
の
で
、ほ
し

い
食
材
の
購
入
を
あ
き
ら
め
る
必
要
も
あ

り
ま
せ
ん
し
、「
1
回
い
く
ら
」
と
使
う
お

金
の
限
度
を
決
め
て
か
ら
注
文
で
き
る
の

で
、無
駄
遣
い
の
防
止
に
も
な
り
ま
す
。 

　
調
理
自
体
が
困
難
、あ
る
い
は
料
理
は

苦
手
と
い
う
人
な
ら
、調
理
さ
れ
た
食
事

を
届
け
て
く
れ
る
宅
配
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
最
近
は
、コ
ン

ビ
ニ
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
が
相
次
い

で
参
入
し
、1
食
分
の
注
文
か
ら
O
K
、

和
食
中
心
の
献
立
な
ど
、高
齢
顧
客
を

意
識
し
た
サ
ー
ビ
ス
も
多
く
、1
食
あ
た

り
5
0
0
〜
1
0
0
0
円
程
度
と
、お

値
段
も
比
較
的
気
軽
に
利
用
で
き
る
も

の
が
中
心
で
す
。
 

　
一
方
、１
人
で
の
外
出
に
不
安
を
感
じ

る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、高
齢
者
の
外
出
を

介
助
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
登
録
す

る
の
も
ひ
と
つ
の
方
法
。こ
の
よ
う
な
活

動
を
行
っ
て
い
る
団
体
は
各
地
で
登
場
し

て
い
ま
す
が
、通
院
や
お
墓
参
り
の
ほ
か
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
や
友
人
と
の
会
食
な
ど
、外

出
目
的
は
問
わ
な
い
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
。

身
体
機
能
が
衰
え
て
く
る
と
行
動
範
囲

が
狭
く
な
り
が
ち
で
す
が
、こ
の
よ
う
な
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
れ
ば
、毎
日
の
張
り
合
い

を
失
わ
ず
に
す
む
で
し
ょ
う
。
利
用
費
用

は
、登
録
費
や
年
会
費
に
数
千
円
を
要
す

る
だ
け
で
、都
度
料
金
は
発
生
し
な
い
と

こ
ろ
が
多
い
よ
う
で
す
。
 

　
さ
ら
に
、外
出
自
体
が
困
難
に
な
っ
て

き
た
ら
、車
椅
子
や
寝
台
の
ま
ま
移
動
で

き
る
介
護
タ
ク
シ
ー
と
い
う
手
段
も
あ
り

ま
す
。
 

   　
老
後
は
住
ま
い
に
対
す
る
新
た
な
要

望
が
生
ま
れ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
ん
な
希
望
に
応
え
う
る
新
制
度
も
知
っ

て
お
き
ま
し
ょ
う
。
 

　
例
え
ば
、移
住
・
住
み
替
え
支
援
機
構

が
実
施
し
て
い
る
「
マ
イ
ホ
ー
ム
借
り
上
げ

制
度
」
は
、50
歳
以
上
の
人
の
持
ち
家
を

最
長
で
終
身
に
わ
た
っ
て
借
り
上
げ
、若

年
層
世
帯
な
ど
に
転
貸
す
る
こ
と
で
、賃

貸
保
証
を
し
て
く
れ
る
制
度
。
入
っ
て
く

る
賃
料
は
市
場
相
場
よ
り
や
や
低
め
に

は
な
る
も
の
の
、こ
の
制
度
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
り
、自
宅
を
売
却
す
る
こ
と
な

く
現
金
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

　
一
方
、自
宅
を
担
保
に
し
て
融
資
を
受

け
、持
ち
主
の
死
後
に
金
融
機
関
な
ど
が

家
を
売
却
し
て
清
算
す
る
仕
組
み
が
「
リ

バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
」
。
最
近
は
、毎
年
１

回
一
定
額
を
受
け
取
る
方
法
や
、設
定

枠
内
な
ら
必
要
な
時
に
必
要
な
額
を
引

き
出
せ
る
方
法
な
ど
を
選
択
で
き
ま
す
。

自
宅
が
あ
る
の
に
相
続
人
が
い
な
い
、ま
た

は
残
す
必
要
性
が
な
い
方
に
は
適
し
て
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。た
だ
し
、貸
付
期
間

が（
終
身
で
は
な
く
）例
え
ば
10
年
の
場
合
、

10
年
を
超
え
て
長
生
き
す
る
間
は
、そ
れ

以
上
の
融
資
を
受
け
ら
れ
な
い
可
能
性
が

高
い
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

   　
高
齢
者
を
狙
っ
た
詐
欺
事
件
や
金
融

ト
ラ
ブ
ル
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
退
職
金

な
ど
の
ま
と
ま
っ
た
お
金
を
持
っ
て
い
る
う

え
、将
来
の
生
活
に
不
安
を
抱
い
て
い
る

高
齢
者
は
格
好
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
っ
て

し
ま
い
が
ち
。テ
レ
ビ
や
新
聞
で
は
、振
り

込
め
詐
欺
の
事
例
が
頻
繁
に
報
道
さ
れ

て
い
ま
す
が
、最
近
被
害
が
急
増
し
て
い
る

の
が
、「
未
公
開
株
の
詐
欺
的
商
法
」で
す
。 

　
こ
の
商
法
は
、ま
っ
た
く
上
場
の
見
込

み
が
な
い
株
を
、「
有
望
株
な
の
で
、い
ま

購
入
す
れ
ば
資
産
が
2
倍
、3
倍
に
な
り

ま
す
」
と
い
っ
た
巧
み
な
口
上
で
買
わ
せ
る

と
い
う
も
の
。お
金
を
振
り
込
ん
だ
後
、い

つ
ま
で
も
株
が
届
か
ず
、不
審
に
思
っ
て

電
話
を
か
け
る
と
そ
の
番
号
は
す
で
に
使

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
、と
い
う
ケ
ー
ス
が
多

い
よ
う
で
す
。
ま
た
、振
り
込
め
詐
欺
が
、

単
独
犯
か
ら
警
察
、弁
護
士
、被
害
者
な

ど
の
役
割
を
決
め
た
複
数
犯
に
よ
る
「
劇

場
型
」
に
変
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、こ
の
手

の
詐
欺
事
件
は
、巧
妙
に
手
口
が
変
化
し

続
け
て
い
る
の
も
特
徴
で
す
。
 

　
万
一
、被
害
に
遭
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、警

察
や
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
か
最
寄
り
の
消

費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
相
談
を
。
状
況

に
応
じ
て
、お
金
を
取
り
戻
す
方
法
な
ど

に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
 

   　
詐
欺
商
法
と
並
ん
で
、高
齢
者
の
ト
ラ

ブ
ル
が
増
え
て
い
る
の
が
、リ
ス
ク
の
高
い

金
融
商
品
。
満
期
に
な
っ
た
定
期
預
金
を

利
率
変
動
型
や
外
貨
建
て
の
個
人
年
金

に
預
け
替
え
て
み
た
も
の
の
、仕
組
み
を

よ
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
元
本

割
れ
と
な
っ
て
慌
て
る
、と
い
う
ケ
ー
ス
な

ど
が
多
い
よ
う
で
す
。
 

　
金
融
業
者
は
、顧
客
の
資
産
状
況
や

投
資
に
関
す
る
知
識
、理
解
度
を
十
分

把
握
し
た
う
え
で
商
品
を
勧
め
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
い
う
「
適
合
性
の
原
則
」
を

遵
守
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
が
、結
果
的
に
契
約
に
伴
う
リ
ス
ク
を

負
う
の
は
自
己
責
任
。
何
か
を
決
断
す
る

際
は
独
り
で
決
め
ず
、信
頼
で
き
る
人
に

必
ず
相
談
す
る
、少
し
で
も
違
和
感
を
覚
 

賢
く
使
い
た
い
 

サ
ー
ビ
ス
や
取
り
組
み
 

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ
る
 

独
り
暮
ら
し
の
住
ま
い
 

独
り
暮
ら
し
で
 

気
を
つ
け
た
い
金
融
ト
ラ
ブ
ル
 

「
お
金
の
不
安
」
を
 

や
わ
ら
げ
る
た
め
に
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え
た
ら
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
問
い

合
わ
せ
る
と
い
っ
た
自
分
自
身
の
ル
ー
ル

を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
ほ
か
に
も
、家
族
に
勝
手
に
年
金
を
使

わ
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
経
済
的
虐
待
や
、

認
知
症
気
味
に
な
っ
て
お
金
を
い
く
ら
使
っ

た
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
な
ど
、

高
齢
者
を
取
り
ま
く
お
金
の
不
安
は
つ

き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、知
っ
て
お
き
た
い
の

が「
成
年
後
見
制
度
」
で
す
。
 

　
認
知
症
や
精
神
障
害
な
ど
で
判
断
能

力
が
十
分
で
な
い
人
が
、悪
徳
商
法
、経

済
的
虐
待
な
ど
の
不
利
益
を
被
ら
な
い

た
め
に
、家
庭
裁
判
所
に
よ
っ
て
選
任
さ

れ
た
後
見
人
が
財
産
管
理
や
法
的
事
務

手
続
き
を
代
行
す
る
こ
の
成
年
後
見
制

度
。「
法
定
後
見
制
度
」
と
「
任
意
後
見

制
度
」
に
わ
か
れ
ま
す
が
、ま
だ
判
断
力

が
し
っ
か
り
し
て
い
る
今
の
う
ち
か
ら
、将

来
を
見
越
し
て
対
策
を
立
て
て
お
き
た
い

な
ら
、ご
自
身
が
信
頼
で
き
る
支
援
者
を

後
見
人
候
補
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
「
任

意
後
見
制
度
」
を
選
択
す
る
と
い
い
で
し
ょ

う
。
制
度
の
詳
し
い
内
容
は
、最
寄
り
の

成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
へ
。
 

   　
独
り
の
老
後
の
不
安
と
言
え
ば
、最
も

気
に
な
る
の
が
い
わ
ゆ
る
「
孤
独
死
」
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
？
 
 

　
孤
独
死
は
、警
察
庁
の
死
因
統
計
上

は
変
死
に
分
類
さ
れ
る
た
め
、は
っ
き
り

と
し
た
デ
ー
タ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、内
閣

府
が
2
0
1
0
年
に
発
表
し
た
「
高
齢

者
の
地
域
に
お
け
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に

関
す
る
調
査
」
に
よ
れ
ば
、孤
独
死
を
身

近
に
感
じ
て
い
る
高
齢
者
は
42
・
9
％
も

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
 

　
こ
の
よ
う
な
心
配
を
現
実
の
も
の
に
し

な
い
方
法
は
、や
は
り
、高
齢
者
自
ら
が
地

域
と
の
つ
な
が
り
を
作
っ
て
い
く
こ
と
。
孤

独
死
の
増
加
を
受
け
、民
間
企
業
で
も
さ

ま
ざ
ま
な
防
止
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
て
い
ま
す
。

食
材
や
新
聞
な
ど
の
宅
配
に
安
否
確
認

が
オ
プ
シ
ョ
ン
で
付
け
ら
れ
た
り
、電
気
ポ
ッ

ト
の
利
用
状
況
を
遠
方
に
住
む
親
族
に

携
帯
メ
ー
ル
で
送
信
し
て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス

な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
が
、万
一
連

絡
が
取
れ
な
く
な
っ
て
も
、宅
配
業
者
に

は
入
室
す
る
権
利
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、遠

方
の
親
族
は
す
ぐ
に
は
駆
け
つ
け
ら
れ
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、近
隣
に
知

り
合
い
が
い
れ
ば
、「
最
近
、あ
の
人
の
姿
を

見
な
い
か
ら
心
配
ね
」
と
、気
軽
に
自
宅
に

立
ち
寄
っ
て
も
ら
え
ま
す
。気
の
置
け
な
い

友
だ
ち
が
で
き
れ
ば
、「
も
し
も
の
と
き
は

お
願
い
ね
」
と
、カ
ギ
の
あ
り
か
や
大
家
さ

ん
の
連
絡
先
を
教
え
て
お
い
て
も
い
い
で
し
ょ

う
。
体
の
自
由
が
き
く
う
ち
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
パ
イ
プ
を
積
極
的
に
作
っ
て
お
く
こ

と
が
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に
な
り
ま
す
。 

　
も
し
、こ
れ
ま
で
は
仕
事
一
筋
で
、ご

近
所
の
人
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
、何
か

ら
始
め
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う

人
は
、ぜ
ひ
近
く
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
や
社
会
福
祉
協
議
会（
社
協
）を
訪

「
備
え
」
は
動
け
る
う
ち
に
 

法
定
後
見
制
度
 

申立準備 1
●申立人や成年後見人な
ど候補者を検討 
●本人の判断能力や日常
生活、経済状態の把握 
●後見事務の内容を整理 
●書類をそろえる（申立書、
戸籍謄本、診断書など） 

申立て 2
●申立人が本人の住所地
の家庭裁判所に申立て
る 
★申立てできる人 
本人、配偶者、4親等内
の親族、区市町村長など 

審理 3
●家庭裁判所による調査 
●家事裁判官による審問 
●後見の内容によっては
医師の鑑定 

審判 4
●成年後見人などの選任
と後見内容の決定 
●場合によっては成年後
見監督人が選任される 

●本人や後見人などへの
告知 

審判確定 5
●本人と後見人への審判
結果の通知 

※申立てから審判確定ま
では約1～3ヵ月 
●東京法務局への登記 

後見活動開始 6
●財産管理や身上監護を
行い、活動内容を家庭
裁判所へ報告。監督人
がいる場合は監督人へ
報告 

●後見人の報酬の決定 

任
意
後
見
制
度
 

準備 1
●任意後見人を決める 
●サポート内容を決める 
●書類を揃える（戸籍謄本、住
民票、印鑑証明書、身分証明
書など） 

任意後見契約 2
●本人と任意後見人となる人が
公証役場で任意後見契約を
結ぶ 

●報酬などを決める 
●公正証書の内容は東京法務
局に登記される 

書類などの諸費用が医師による鑑定の費用など合わせて
7～13万円程度かかります。 

任意後見契約時とその後の申立ての手続き時にかかる 
費用を合わせて3～5万円程度かかります。 

申立て 3
●判断能力が低下してきたら任
意後見監督人の選任を家庭
裁判所に申立てる 

★申立てできる人 
本人、配偶者、４親等内の親族、
任意後見受任者のいずれか 

審理・審判・審判確定 4
●任意後見監督人が選任される 

後見活動の開始 5
●任意後見契約時に決めてお
いたサポートが始まる 
●任意後見人は監督人に活動
内容を報告 

確定までにかかる費用 法定後見制度 任意後見制度 

後見人の主な仕事内容 
健康診断などの受診 
住居確定や契約、費用の支払いなど 
老人ホームなどの施設の入退所や費用の支払い、処遇の監視など 
介護保険の利用や介護サービスの依頼、費用の支払いなど 
教育やリハビリに関する契約や費用の支払い 
毎日の買い物や身体介護 
賃貸契約の保証人や入院・施設入所の際の身元保証人、身元引受人など 
治療や手術、臓器提供についての同意 
遺言や養子、認知、結婚、離婚などの意思表示 

医療関連 
本人の住居関連 
施設の入退所関連 
介護・生活関連 
教育やリハビリ関連 

権利証や通帳などの保管  
医療関連、遺産相続などの各種行政上の手続き  
収入（年金、給与、預貯金、生命保険など）、支出(公共料金、住宅ローン、税金、保険料など）の管理 
銀行や郵便局など金融機関との取引  
不動産など重要な財産の管理、保存、処分など  

介護契約や施設入所契約
など本人の身上の世話や
療養看護に関すること 

本人の資産や負債、収入
および支出の内容を把握し、
本人のために必要な支出
を計画的に行いながら資
産を維持していくこと 

身
上
監
護
 

財
産
管
理
 

含まれないもの 
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老後の生活を考える（2） 

「独りの老後」に備える 

れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
 

　
加
え
て
、倒
れ
て
も
自
分
で
救
急
車

は
呼
べ
る
よ
う
に
携
帯
電
話
を
所
持
す

る
と
か
、か
か
り
つ
け
医
や
担
当
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
、家
族
な
ど
の
電
話
番
号
を
紙

に
大
き
く
書
い
て
張
っ
て
お
く
と
い
っ
た

小
さ
な
備
え
の
積
み
重
ね
を
す
れ
ば
、い

ざ
と
い
う
と
き
に
役
立
ち
ま
す
し
、独
り

暮
ら
し
の
不
安
を
や
わ
ら
げ
て
く
れ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
 

   ラ
ス
ト
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
 

と
い
う
考
え
方
 

　
認
知
症
や
孤
独
死
に
対
す
る
不
安
や

恐
れ
は
、「
人
生
を
そ
ん
な
形
で
幕
引
き

し
た
く
な
い
」
と
い
う
思
い
か
ら
わ
き
起
こ

る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
誰
も
が
、「
自
分

の
望
む
形
で
、自
分
ら
し
い
最
期
を
迎
え

た
い
」
と
願
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

価
値
観
が
多
様
化
し
て
い
る
現
在
、葬
儀

は
簡
素
に
済
ま
せ
た
い
と
思
う
人
、も
し
、

意
識
が
な
く
な
っ
て
も
延
命
措
置
を
望

ま
な
い
と
考
え
る
人
な
ど
、そ
の
願
望
の

形
は
さ
ま
ざ
ま
で
し
ょ
う
。
 

　
そ
こ
で
、最
近
注
目
を
集
め
て
い
る
の

が
、「
ラ
ス
ト
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
」
。
納

得
で
き
る
最
期
を
迎
え
る
た
め
に
、生
前

か
ら
自
分
の
終
末
期
の
形
を
デ
ザ
イ
ン
し

て
お
こ
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。
 

「
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
」
を
 

書
い
て
み
ま
し
ょ
う
 

　
人
生
の
最
期
の
イ
メ
ー
ジ
は
、頭
で
考

え
る
だ
け
で
な
く
、ノ
ー
ト
な
ど
に
書
き

出
し
て
い
け
ば
、よ
り
具
体
的
に
デ
ザ
イ
ン

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
、

ぜ
ひ
や
っ
て
み
て
ほ
し
い
の
が「
エ
ン
デ
ィ
ン

グ
ノ
ー
ト
」
の
作
成
で
す
。
 

　
こ
れ
は
、自
分
ら
し
い
終
末
期
の
形
を

実
現
す
る
た
め
の
遺
言
書
の
よ
う
な
も

の
で
、自
分
の
死
に
対
す
る
考
え
方
や
、

死
後
、離
れ
て
住
む
親
族
や
親
し
い
人
た

ち
に
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
こ
と
、や
っ
て

ほ
し
い
こ
と
な
ど
を
記
載
し
て
お
く
も
の

で
す
。
葬
儀
や
埋
葬
な
ど
に
関
す
る
希
望

だ
け
で
な
く
、認
知
症
な
ど
で
自
分
の
意

思
が
伝
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
を
想
定

し
、介
護
や
看
護
に
関
す
る
希
望
も
記
載

し
て
お
く
と
い
い
で
し
ょ
う
。
 

　
以
下
に
、エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
に
書
き

留
め
て
お
く
と
役
立
つ
項
目
の
ヒ
ン
ト
を

あ
げ
て
お
き
ま
す
。
 

●
介
護
・
看
護
に
つ
い
て
 

・
病
名
や
余
命
の
告
知
は
必
要
か
 

・
入
院
費
の
支
払
い
方
法
は
 

・
延
命
治
療
を
望
む
か
ど
う
か（
尊
厳
死

の
希
望
は
思
考
力
の
あ
る
元
気
な
う
ち

に
書
き
残
し
て
お
く
と
親
族
に
苦
渋
の

選
択
を
さ
せ
ず
に
済
み
ま
す
） 

●
葬
儀
・
埋
葬
に
つ
い
て
 

・
臓
器
提
供
を
希
望
す
る
か
ど
う
か
 

・
エ
ン
バ
ー
ミ
ン
グ（
遺
体
へ
の
洗
浄
、腐
敗

防
止
、修
復
な
ど
の
処
理
）を
希
望
す
る

か
ど
う
か
 

・
葬
儀
を
す
る
か
し
な
い
か
の
意
思
と
、希

望
す
る
場
合
は
そ
の
葬
儀
の
ス
タ
イ
ル（
す

で
に
葬
祭
業
者
を
決
め
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
連
絡
先
） 

・
葬
儀
に
呼
ん
で
ほ
し
い
人（
呼
ん
で
ほ
し

く
な
い
人
）の
リ
ス
ト
と
連
絡
先
 

・
遺
影
は
自
分
で
選
ん
で
託
し
て
お
く
 

・
埋
葬
方
法
に
つ
い
て
の
希
望
 

●
金
融
資
産
や
負
債
な
ど
に
関
わ
る
事

務
手
続
き
に
つ
い
て
 

・
金
融
機
関
の
口
座
保
有
先
、印
鑑

の
保
管
先
 

・
法
的
遺
言
書（
コ
ラ
ム
参
照
）が
あ

る
場
合
は
そ
の
保
管
先
 

・
保
険
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社

な
ど
の
連
絡
先
 

・
ロ
ー
ン
や
借
金
が
あ
る
場
合
の
連

絡
先
 

・
定
期
購
読
し
て
い
る
雑
誌
や
、ス
ポ
ー

ツ
ジ
ム
の
よ
う
に
会
員
に
な
っ
て
い

る
団
体
が
あ
れ
ば
そ
の
連
絡
先
 

　
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
の
作
成
は
、

も
ち
ろ
ん
、一
度
限
り
で
終
わ
ら
せ

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誕
生
日
な

ど
の
節
目
ご
と
に
見
直
し
を
し
て

も
い
い
で
す
し
、追
加
し
た
い
項
目
が

思
い
当
た
れ
ば
、ど
ん
ど
ん
作
り
か

え
て
い
い
の
で
す
。
法
的
な
遺
言
書

と
は
異
な
り
、ス
タ
イ
ル
も
ま
っ
た
く
自
由
。 

　
大
学
ノ
ー
ト
な
ど
に
記
載
し
て
も
O
K

で
す
し
、追
加
訂
正
が
し
や
す
い
よ
う
に

ル
ー
ズ
リ
ー
フ
を
活
用
す
る
の
も
便
利
だ

と
思
い
ま
す
。
最
近
は
、書
店
な
ど
で
さ

ま
ざ
ま
な
ス
タ
イ
ル
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー

ト
が
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、ま
ず
は

そ
ち
ら
か
ら
初
め
て
み
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
 

意
思
は
、誰
に
ど
う
託
す
？
 

　
主
人
公
の
死
後
、親
族
が
集
ま
る
場
で

初
め
て
遺
言
が
公
開
さ
れ
る
と
い
う
シ
ー

ン
を
ド
ラ
マ
な
ど
で
は
よ
く
目
に
し
ま
す

が
、葬
儀
も
埋
葬
も
終
わ
っ
て
か
ら
亡
く
 

自
分
ら
し
い
「
最
期
」
を
 

迎
え
る
た
め
に
 

エンディングノートに書くことの一例 
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老後の生活を考える（2） 

「独りの老後」に備える そこが知りたい！ く ら し の 金 融 知 識 

な
っ
た
人
の
意
思
が
わ
か
っ
て
も
、す
べ
て

後
の
祭
り
で
す
。せ
っ
か
く
作
成
し
た
エ
ン

デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
は
、生
前
、で
き
れ
ば
、病

気
な
ど
で
寝
た
き
り
に
な
っ
た
り
、認
知

症
が
進
行
し
た
り
す
る
前
に
、ど
こ
に
保

管
し
て
あ
り
、ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、誰
に

見
て
ほ
し
い
の
か
を
知
っ
て
お
い
て
も
ら
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

　
独
り
暮
ら
し
の
場
合
は
、連
絡
事
項
に

関
し
て
は
こ
の
人
、葬
儀
に
つ
い
て
は
こ
の

人
、遺
さ
れ
た
ペ
ッ
ト
の
お
世
話
は
こ
の
人

と
い
う
具
合
に
、信
頼
で
き
る
周
囲
の
人

た
ち
に
、分
担
制
で
あ
ら
か
じ
め
お
願
い

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。た
だ
し
、財
産
分
与

や
お
金
が
ら
み
の
事
柄
は
、手
続
き
が
煩

雑
な
う
え
、ト
ラ
ブ
ル
の
も
と
に
な
り
が

ち
な
の
で
、利
害
関
係
の
な
い
専
門
家
に

任
せ
る
の
が
安
心
で
し
ょ
う
。
 

　
日
本
人
は
「
死
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

を
タ
ブ
ー
視
し
が
ち
で
す
が
、人
生
の
最

期
の
日
は
誰
に
で
も
必
ず
や
っ
て
き
ま
す
。

病
気
な
ど
で
突
然
亡
く
な
る
可
能
性
も

考
え
る
と
、残
さ
れ
た
親
族
や
周
囲
の
人

た
ち
が
困
惑
し
な
い
た
め
に
も
、元
気
な

う
ち
か
ら
死
を
意
識
す
る
こ
と
は
大
切

な
こ
と
で
す
。
理
想
の
最
期
を
思
い
描
く

こ
と
は
、「
今
を
ど
う
生
き
る
か
」
と
い
う

発
想
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。き
っ
と
、残
り

の
人
生
を
充
実
さ
せ
る
良
い
き
っ
か
け
に

も
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
 

〈
構
成
・
執
筆
 
阿
部
志
穂（
編
集
部
ラ
イ
タ
ー
）〉
 

 

 

　自分の死後、きちんと意思を実行してもら
うため、正式な形で作成された「遺言書」に
は一定の効力が法律で認められています。
相続すべき財産がある、自分の死後、決め
てほしい重大な事柄があるという人は、エンディ
ングノートとは別に、「遺言書」を早めに作
成しておくことが、亡くなった後に親族同士
のトラブルを起こさないためには大切になっ
てくるでしょう。 
■「遺言書」で認められる事柄 
　例えば、民法で定められている法定相続
分とは異なる配分で相続を希望している場
合に、どの財産を誰にどのくらい相続するかを
指定したり、法定相続分とは異なる配分や相
続人以外に相続させたい、特定の団体に寄
付をしたいなどの財産処分方法や子どもの
認知や親権者のいない未成年者に後見人
を指定したいなどの身分に関する事柄。遺産
分割の内容や自分に対して侮辱や虐待をし
た相続人を廃除したいなどの事柄。祖先の
祭祀を主宰する人や遺言者に代わって遺言
を忠実に実行に移す遺言執行者の指定など
に関する事柄などが、法的な遺言書におい
て効力がある主な内容です。 
■「遺言書」の種類 
　法的な遺言書は、大別すると２種類です。 
●自筆証書遺言…全文を自筆で書いた、誰
でもいつでも作成できる最も一般的な遺言書。
日付の記載と遺言者の氏名が書かれ捺印さ
れていれば、基本的には何を書いても構いま
せんが、遺言者の意思が実行されるには、遺
言者の死後、遺言書を家庭裁判所で検認す
る手続きが必要です。検認とは遺言書の存
在を確認し保全する手続きです。遺言書を
封筒に入れ「開封せず家庭裁判所にて検認
を受けること」と明記しておくと安心です。 
●公正証書遺言…公証人が作成する遺言書。
必要書類の提出や打合せのための日数を
要します。それを後日、本人と証人の立会い

のもと、公証人が公証役場で遺言内容を読
み上げ、最終的な本人の意思確認をします。
公文書扱いになり、原本は２０年間もしくは、
本人が100歳に達するまでのどちらか長い年
数、公証役場に保管されます。遺言の訂正
には費用が発生するので慎重に。本人と証
人の署名捺印と印鑑証明書、作成手数料（相
続財産と相続人数により決定）が必要です。
家庭裁判所の検認は不要ですが、２名以上
の証人の立会いが必要です。証人には相続
人や受遺者、また公証役場の職員などはな
れません。そのほかにも「秘密証書遺言」、
遭難など緊急事態に瀕した際の「特別方式
の遺言書」などがあります。 
■相続人のいない人こそ活用したい遺言書 
　単身者が遺言を残さずに亡くなると、財産
は法律で決められた相続人に相続されます。
もし、まったく相続人がいない場合、財産は
国庫に帰属してしまうことになります。せっか

く築き上げてきた自分の財産が、さして交際
もない親族に相続されたり、国庫に帰属して
しまうのなら、例えば、長年尽くしてくれた友
人や献身的な介護を続けてくれたヘルパー
の方に残したいと思うのも人情。慈善団体
などに寄付して社会のために役立ててほし
いと思う人もいると思います。だからこそ、生
前から「遺言書」という形で確実なメッセージ
を残す必要性が、特に子どものいない夫婦
や単身者の場合にはあるのではないでしょうか。 
　また、遺言書には変造や紛失などのリスク
が伴いますので、税理士や行政書士など、利
害関係のない専門家を遺言執行者と決めて
おいた方が賢明です。もし、頼ることができる
親族がいる場合でも、例えば、どの銀行の貸
金庫に遺言書を預けているのかをAさんだけ
に伝え、その暗証番号はBさんだけに伝える
など、情報を分散することによってリスクを回
避する工夫は必要だと思います。 

 

「遺言書」の豆知識 

補足：上記は子どものいない夫婦の遺言書の見本です。夫・妻各々が上記のような内容で別々に書きます。高齢の子の
ない夫婦の場合親が他界していることが多く、妻(夫)と兄弟姉妹が法定相続人になります。全員の戸籍謄本や印鑑証明
書が必要となり高齢者にとっては、かなり煩雑な作業で時間を要します。しかし、遺言書があれば遺留分の請求権のない
兄弟姉妹を除外し、妻(夫)だけを法定相続人にできます。遺言書の効力が最も発揮される例ですが、最終的には夫婦亡
き後の相続財産の受遺者などを決めておく必要があります。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含ま
れています。作成後、封筒に入れて封印し遺言執行者に預けておくとよいでしょう。安全で確実な公正証書をお薦めします。 

遺 言 書  
遺言者○○○○○は、次のように遺言する。 
第１条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻○○○○○（生年月日）に相続させる。 
第２条 遺言者は、遺言者の死亡以前に妻○○○○○が死亡したときは、遺言者の有する一切の財産を、 
 次のものに包括して遺贈する。 
  本籍　東京都○○○区○○　○○丁目○番地 
  住所　東京都○○○区○○　○○丁目○番地○号 
  受遺者　○○○○○　昭和○○年○○月○○日生まれ 
第３条 遺言者は祖先の祭祀を主宰すべき者として、第１条の場合は妻○○○○○を、第２条の場合は 
 受遺者○○○○○をそれぞれに指名する。 
第４条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として下記の者を指定する。 
  東京都○○○区○○　○○丁目○○番地○○号 
  職業（または続柄）　○○○○○ 　昭和○○年○○月○○日生まれ 
第５条 遺言執行者に対する報酬は、遺言者がこの遺言について遺言執行者との間で取り決めた 
 金○○万円を支払うものとする。 
 
平成２２年○○月○○日 

東京都○○○区○○　○○丁目○○番地○○号 
遺言者　○○○○○　印 

【夫婦相互遺言の例】 

くらし塾 きんゆう塾 ＜冬号＞　10 


