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も
か
く
し
ゃ
く
と
し
て
い
る
方
々
と
話
す
こ
と
が

珍
し
く
な
く
な
っ
て
き
た
。
人
生
１
０
０
年
時
代

の
今
、「
い
つ
か
一
人
に
な
る
」
と
覚
悟
を
決
め
、

家
族
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
で
自
分
を

護
る
と
い
う
気
概
を
も
つ
こ
と
で
老
後
の
暮
ら
し

に
張
り
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は

ひ
と
り
老
後
を
覚
悟
し
た
「
あ
な
た
」
の
力
に

な
る
よ
う
な
知
恵
と
情
報
を
提
供
し
た
い
と
思
う
。

　

先
ほ
ど
遺
産
に
つ
い
て
案
ず
る
方
の
声
を
紹
介

し
た
が
、子
ど
も
が
い
な
い
夫
婦
の
場
合
、相
続
に

つ
い
て
不
安
に
思
う
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。
亡
く

な
っ
た
側
の
親
が
健
在
な
ら
配
偶
者
と
親
、
親
が

亡
く
な
っ
て
い
る
場
合
は
配
偶
者
と
兄
弟
、
兄
弟

が
亡
く
な
っ
て
い
る
場
合
は
配
偶
者
と
姪
・
甥
と

で
遺
産
分
割
協
議
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
遺
産
分

け
に
よ
る
争
い
を
避
け
た
い
の
な
ら
遺
言
を
残
す

こ
と
で
配
偶
者
に
財
産
の
す
べ
て
を
残
せ
る
上
、

遺
産
分
割
協
議
を
す
る
必
要
が
な
く
、
残
さ
れ
た

配
偶
者
の
手
続
き
の
負
担
も
軽
く
な
る
。

　

相
続
に
限
ら
ず
、健
康
、介
護
、医
療
、住
ま
い
、

亡
く
な
っ
た
後
の
こ
と
な
ど
、
不
安
の
内
容
は
人

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
だ
。ひ
と
り
老
後
の
準
備
を

す
る
た
め
に
ま
ず
始
め
る
べ
き
は
、
今
、
不
安
に

い
つ
か
一
人
に
な
る
と

覚
悟
を
決
め
る

　

本
誌
の
２
０
２
１
年
10
月
号
（
１
４
７
号
）
に

高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
の
親
を
持
つ
子
世
代
に
向
け
た

記
事
を
寄
稿
し
た
。
あ
ら
た
め
て
同
誌
を
読
み
返

し
た
と
こ
ろ
、「
通
信
員
か
ら
の
声
」
の
う
ち
次
の

一
文
に
目
が
留
ま
っ
た
。
そ
こ
に
は
「
今
後
は
益
々

お
一
人
さ
ま
高
齢
者
が
増
加
す
る
と
見
込
ま
れ
ま

す
。
遺
産
を
ど
う
す
る
か
も
考
え
て
お
か
な
い
と

い
け
な
い
気
が
し
ま
す
」
と
あ
っ
た
。

　

ご
指
摘
ど
お
り
、
現
在
は
既
婚
者
で
あ
っ
て
も
、

い
ず
れ
独
居
に
な
る
可
能
性
は
高
い
。
２
０
２
０

年
の
時
点
で
女
性
の
「
平
均
寿
命
」
は
87
・
71
歳
、

男
性
の
平
均
寿
命
は
81
・
56
歳
だ
。「
平
均
寿
命
」

と
は
０
歳
時
点
で
の
平
均
余
命
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
数
値
に
は
若
く
し
て
亡
く
な
る
人
も
含
ま
れ

て
い
る
た
め
、「
死
亡
年
齢
最
頻
値
」（
最
も
死
亡

者
数
が
多
か
っ
た
年
齢
）
を
参
考
に
し
た
ほ
う
が

よ
り
現
実
的
だ
ろ
う
。
２
０
２
０
年
の
死
亡
年
齢

最
頻
値
は
男
性
88
歳
、
女
性
93
歳
だ
。

　

筆
者
は
取
材
や
調
査
で
介
護
施
設
に
訪
れ
る
機

会
が
多
い
が
、
最
近
90
代
や
１
０
０
歳
を
超
え
て

感
じ
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
書
い
て
み
る
こ
と
。

書
く
こ
と
で
自
分
が
抱
い
て
い
た
不
安
が
明
確
に

な
る
だ
ろ
う
。
不
安
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
ら
、【
図

表
１
】
の
よ
う
に
各
々
の
対
応
策
に
つ
い
て
も

セ
ッ
ト
で
書
き
出
し
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
「
今
」

す
べ
き
こ
と
が
明
確
に
な
り
、
不
安
も
軽
減
さ
れ
、

解
決
へ
の
糸
口
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

公
的
介
護
保
険
が
心
強
い
味
方
に

　

ひ
と
り
暮
ら
し
で
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
、

頼
り
に
な
る
の
は
公
的
介
護
保
険
制
度
だ
。
同
制

度
は
介
護
が
必
要
な
人
を
社
会
で
支
え
る
と
い
う

目
的
で
２
０
０
０
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
。
介
護
保

険
の
運
営
主
体
（
保
険
者
）
は
市
区
町
村
で
、
そ

の
財
源
は
40
歳
以
上
の
被
保
険
者
か
ら
徴
収
し
た

保
険
料
と
公
費
（
税
金
）
だ
。

　

公
的
介
護
保
険
は
現
金
が
給
付
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
く
、「
介
護
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
現
物
で
支
給

さ
れ
る
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
ヘ
ル
パ
ー
が
介

助
な
ど
を
行
っ
た
り
、
看
護
師
が
医
療
処
置
を
行

う
「
自
宅
で
利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス
」
の
ほ
か
、
日

中
の
一
定
時
間
通
っ
て
入
浴
や
食
事
、
リ
ハ
ビ
リ

今
か
ら
備
え
る
ひ
と
り
老
後

―
―
自
分
で
自
分
を
護ま

も

る
た
め
に

介護ジャーナリスト
小山 朝子

［こやま・あさこ］小学生時代は
ヤングケアラーとして過ごす。
20代からの祖母の在宅介護を
きっかけに執筆や講演、コメン
テーターなど多方面で活動し介
護ジャーナリストの草分け的存
在に。著書『世の中への扉�介
護というお仕事』（講談社）は
2017年度「厚生労働省社会保
障審議会推薦�児童福祉文化財」
に選ばれている。

【
特
集
】お
ひ
と
り
さ
ま
へ
の
ヒ
ン
ト
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限
度
額
超
過
で

払
い
戻
さ
れ
る
制
度
も

　

こ
こ
で
、
要
介
護
度
が
決
ま
る
ま
で
の
流
れ
を

簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

最
寄
り
の
「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」（
地
域

に
よ
っ
て
は
別
の
名
称
の
場
合
も
あ
る
）
も
し
く

は
市
区
町
村
の
介
護
保
険
課
な
ど
の
窓
口
へ
相
談

に
出
向
き
、「
要
介
護
・
要
支
援
の
申
請
を
す
る
」

と
い
う
結
果
に
な
っ
た
ら
、
申
請
の
手
続
き
を
行

う
。
申
請
後
は
介
護
認
定
調
査
員
の
訪
問
に
よ
る

調
査
を
受
け
る
一
方
、
主
治
医
は
そ
の
人
の
心
身

の
状
況
に
つ
い
て
意
見
書
（
主
治
医
意
見
書
）
を

作
成
す
る
。
そ
の
後
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
１

次
判
定
」と「
介
護
認
定
審
査
会
に
よ
る
２
次
判
定
」

が
あ
る
。
介
護
認
定
審
査
会
は
、
医
師
や
保
健
師
、

社
会
福
祉
士
な
ど
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
専
門
家

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

上
記
の
よ
う
な
流
れ
を
経
て
市
区
町
村
が
要
介

護
認
定
を
行
い
、「
要
支
援
１・２
」「
要
介
護
１
～

５
」、支
援
も
介
護
も
必
要
な
い
状
態
の
「
非
該
当
」

の
い
ず
れ
か
の
結
果
が
通
知
さ
れ
る
。
要
支
援
・

要
介
護
の
心
身
状
態
の
目
安
は
【
図
表
２
】
の
通

り
だ
。
認
定
を
受
け
た
ら
「
要
支
援
」
の
場
合
は

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
（
介
護
予
防
ケ
ア
プ

ラ
ン
）、「
要
介
護
」
の
場
合
に
は
介
護
サ
ー
ビ
ス

計
画
書
（
ケ
ア
プ
ラ
ン
）
の
作
成
が
必
要
に
な
る
。

こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
、
い
つ
、
ど
れ

だ
け
利
用
す
る
か
を
決
め
る
計
画
書
の
こ
と
だ
。

　
「
要
支
援
１・２
」
の
認
定
を
受
け
た
人
の
介
護

予
防
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に

い
。
65
歳
以
上
の
人
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
場
合
の
自
己
負
担
額
は
所
得
な
ど
の
条
件
に
応

じ
て
、
料
金
の
１
～
３
割
の
い
ず
れ
か
と
定
め
ら

れ
て
い
る
。
例
え
ば
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
金

が
３
万
円
だ
っ
た
場
合
、
自
己
負
担
が
１
割
の
人

は
３
０
０
０
円
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
は
【
図
表
２
】
の
よ
う
に
介
護

認
定
の
区
分
（
要
介
護
度
）
に
よ
っ
て
支
給
限
度

基
準
額
（
１
カ
月
あ
た
り
の
上
限
額
）
が
定
め
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
を
超
え
た
場
合
は
全
額
自
己

負
担
と
な
る
。

　

公
的
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
に
は
、「
環
境
を
整

え
る
サ
ー
ビ
ス
」
も
あ
る
。
具
体
的
に
は
「
福
祉

用
具
貸
与（
レ
ン
タ
ル
）」や「
住
宅
改
修
」な
ど
だ
。

　

福
祉
用
具
の
レ
ン
タ
ル
で
は
他
の
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
と
合
わ
せ
て
支
給
限
度
基
準
額
の
範
囲

内
で
あ
れ
ば
月
々
１
～
３
割
の
負
担
で
借
り
ら
れ

る
。た
だ
し
、要
支
援
１・２
、要
介
護
１
の
場
合
は

原
則
的
に
車
い
す
や
特
殊
寝
台
（
介
護
ベ
ッ
ド
）

な
ど
、
レ
ン
タ
ル
が
で
き
な
い
品
目
も
あ
る
。

　
一
方
、「
特
定
福
祉
用
具
販
売
」
と
言
い
、
排
泄

や
入
浴
に
関
す
る
レ
ン
タ
ル
に
な
じ
ま
な
い
福
祉

用
具
を
１
年
度
に
つ
き
10
万
円
を
上
限
額
と
し
て

１
～
３
割
の
負
担
で
購
入
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
も
あ
る
。

　

住
ま
い
の
廊
下
や
階
段
、
浴
室
へ
の
手
す
り
の

取
り
付
け
や
、
段
差
解
消
の
た
め
の
ス
ロ
ー
プ
の

設
置
、
敷
居
撤
去
な
ど
の
「
住
宅
改
修
」
は
、
原

則
一
生
涯
で
上
限
20
万
円
ま
で
で
あ
れ
ば
、
工
事

費
用
の
７
～
９
割
が
給
付
さ
れ
る
。
一
度
の
工
事

で
上
限
額
を
超
え
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
数
回
に

分
け
て
利
用
す
る
こ
と
も
可
能
だ
。

テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
受
け
る
「
通
い
の
サ
ー
ビ
ス
」、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
短
期
間
宿
泊
す
る

「
泊
ま
り
の
サ
ー
ビ
ス
」
な
ど
が
あ
る
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
の
料
金
は
す

べ
て
が
公
的
介
護
保
険
で
賄
わ
れ
る
わ
け
で
は
な

要介護度 心身の状態の目安 支給限度基準額

要支援１ 社会的支援を要する状態。排泄や食事はほとんどできるが、日常生活動作の一部
に介助が必要。状態の維持・改善の可能性が高い

50,320円
（5,032円）

要支援２ 部分的な介護を要する状態。日常生活動作に介助が必要で、複雑な動作には支え
が必要。状態の維持・改善の可能性が高い

105,310円
（10,531円）

要介護１ 部分的な介護を要する状態。日常生活動作に介助が必要で、複雑な動作には支え
が必要。理解力の低下が見られることがある

167,650円
（16,765円）

要介護２ 軽度の介護を要する状態。日常生活動作や複雑な動作、移動するときに支えが
必要。理解力の低下が見られることがある

197,050円
（19,705円）

要介護３ 中程度の介護を要する状態。日常生活動作や複雑な動作、排泄が自分一人では
できない。理解力の低下が見られることがある

270,480円
（27,048円）

要介護４ 重度の介護を要する状態。日常生活動作や複雑な動作、移動することが自分一人
ではできず、排泄がほとんどできない。理解力の低下が見られることがある

309,380円
（30,938円）

要介護５ 最重度の介護を要する状態。日常生活動作や複雑な動作、移動、排泄や食事が
ほとんどできず、理解力の低下が見られることがある

362,170円
（36,217円）

【図表２】要支援・要介護の心身の状態の目安とサービスの支給限度基準額

体のこと 介護のこと 医療のこと 住まいのこと 亡くなった後のこと

不安 持病がいつ再発する
か、わからない

ひとり暮らしがいつ
まで続けられるか、
わからない

今かかっているクリニック
は在宅医療に対応している
か、わからない

手すりの設置などが
必要になったときの
お金の不安がある

病院で亡くなった後の
対応は、どうすれば？

対応策 定期的に検診を受ける 介護施設の見学に
行ってみる

次回の受診のときに確認
してみる

介護保険のサービス
について確認する

死後事務委任契約に
ついて調べてみる

【図表１】将来の不安なことリスト

※（　）内は自己負担１割の目安
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相
談
、「
要
介
護
１
～
５
」
の
人
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
は

介
護
支
援
専
門
員
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）
の
い
る
、

都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た
居
宅
介
護
支
援

事
業
者
に
依
頼
す
る
。
両
者
、
自
分
自
身
で
作
成

す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ペ
ッ
ト
の
世
話
、
大
掃
除
、
電
球
の
付
け
替
え

な
ど
は
公
的
介
護
保
険
の
対
象
外
だ
が
、
と
く
に

ひ
と
り
暮
ら
し
の
場
合
は
こ
う
し
た
困
り
ご
と
も

生
じ
や
す
い
。
そ
の
よ
う
な
と
き
は
、
公
的
介
護

保
険
で
訪
問
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る

事
業
所
が
自
費
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る

こ
と
も
あ
る
た
め
、
担
当
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
に
相
談
し
て

み
る
の
も
一
案
だ
。

　

そ
の
他
、
市
区
町
村
に
あ
る
社
会
福
祉
協
議
会

（
略
称
は
「
社
協
」。
民
間
の
社
会
福
祉
活
動
の
推

進
を
目
的
と
し
た
組
織
）
や
、
地
域
の
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
で
も
公
的
介
護
保
険
の
対
象
外
の

サ
ー
ビ
ス
に
対
応
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
民
間

企
業
で
も
夜
間
の
見
守
り
や
入
退
院
時
の
準
備
、

片
付
け
に
対
応
し
て
い
る
会
社
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
近
年
で
は
「
混
合
介
護
」
と
い
う
サ
ー

ビ
ス
の
あ
り
方
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
公

的
介
護
保
険
で
受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
と
全
額
自

己
負
担
の
介
護
保
険
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
組
み
合
わ

せ
て
利
用
す
る
こ
と
だ
。
た
だ
し
、
利
用
で
き
る

の
は
比
較
的
高
所
得
の
人
に
限
ら
れ
る
可
能
性
が

あ
る
た
め
、
公
平
性
や
公
共
性
に
反
す
る
と
い
う

指
摘
も
あ
り
、
今
後
の
行
方
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
が
一
定
以
上
と
な
っ

た
場
合
に
は
「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
し
て

　

公
的
介
護
保
険
、
民
間
の
介
護
保
険
に
つ
い
て

紹
介
し
た
が
、
筆
者
が
10
年
以
上
に
わ
た
り
祖
母

を
在
宅
で
介
護
し
た
際
に
役
立
っ
た
の
が
、
市
区

町
村
が
独
自
に
行
う
高
齢
者
向
け
の
サ
ー
ビ
ス

だ
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、ひ
と
り
暮
ら
し
や
高
齢
者

の
み
の
世
帯
、
要
介
護
４・５
程
度
の
人
、
認
知
症

の
人
な
ど
を
対
象
と
し
て
い
る
。

　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
人
を
対
象
と
し
た
サ
ー
ビ
ス

に
は
、
専
用
の
機
器
や
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
ボ
タ
ン
を

押
す
と
24
時
間
対
応
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
通
報

が
入
る
「
緊
急
通
報
サ
ー
ビ
ス
」
や
、
ご
み
出
し

が
難
し
い
人
の
た
め
に
清
掃
事
務
所
の
職
員
な
ど

が
自
宅
に
引
き
取
り
に
来
て
安
否
確
認
を
行
う

「
ご
み
の
訪
問
収
集
」
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
地
域

も
あ
る
。要
介
護
４・５
の
認
定
を
受
け
た
人
に
は
、

「
寝
具
の
乾
燥・消
毒
サ
ー
ビ
ス
」
の
ほ
か
、
チ
ケ
ッ

ト
制
も
し
く
は
費
用
の
助
成
な
ど
に
よ
り
、
紙
お

む
つ
な
ど
を
支
給
す
る
自
治
体
が
多
い
よ
う
だ
。

　

お
住
ま
い
の
市
区
町
村
に
は
ど
ん
な
サ
ー
ビ
ス

が
あ
る
の
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
し
く
は
役
所
の

窓
口
で
確
認
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
た
い
。

財
産
管
理
が
不
安
に
な
っ
た
ら
…

　

ひ
と
り
暮
ら
し
で
認
知
機
能
が
低
下
し
て
く
る

と
、
金
銭
管
理
に
不
安
を
感
じ
る
人
も
多
い
。

　

先
に
紹
介
し
た
「
社
協
」
で
は
、
軽
度
の
認
知

症
の
人
な
ど
を
対
象
に
、
日
常
的
な
金
銭
管
理
の

ほ
か
、
通
帳
や
金
融
機
関
届
出
印
の
保
管
な
ど
を

代
行
す
る
「
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
」
を
行
っ

て
い
る
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
に
は
契
約

上
限
額
を
超
え
た
分
の
金
額
が
戻
る
。
同
じ
月
に

利
用
し
た
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担

の
合
計
（
同
じ
世
帯
に
複
数
の
利
用
者
が
い
る
場

合
は
世
帯
合
計
）
が
自
己
負
担
上
限
額
を
超
過
し

た
と
き
に
は
、
超
過
し
た
金
額
が
支
払
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
福
祉
用
具
の
購
入
、
住
宅
改
修
費
、
施

設
で
の
食
費
・
居
住
費
（
滞
在
費
）
な
ど
は
対
象

と
は
な
ら
な
い
た
め
注
意
し
た
い
。

民
間
の
介
護
保
険
に
加
入
す
る
前
に

　

公
的
介
護
保
険
制
度
の
場
合
、
現
金
は
給
付

さ
れ
ず
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
現
物
で
提
供
さ

れ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
現
金
で
の

給
付
が
受
け
ら
れ
る
の
が
民
間
の
介
護
保
険
だ
。

先
々
預
貯
金
を
使
う
用
途
が
複
数
あ
る
た
め
「
介

護
費
用
」
を
し
っ
か
り
と
準
備
し
て
お
き
た
い
、

自
費
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
依
頼
し
た
り
、
介

護
施
設
へ
入
所
す
る
選
択
が
高
く
不
安
を
軽
減
し

た
い
と
い
っ
た
人
は
、
民
間
の
介
護
保
険
を
検
討

し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

民
間
の
介
護
保
険
に
加
入
し
た
の
は
よ
い
が
、

後
々
「
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ

と
に
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と

を
事
前
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
こ
う
。

□  

保
険
に
入
る
目
的
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
か

□��

加
入
条
件
を
確
認
し
て
い
る
か

□  

い
く
つ
か
の
商
品
を
比
較
検
討
し
た
か

□    

給
付
の
内
容
や
保
障
さ
れ
る
期
間
を
理
解
し
て

い
る
か

□  

請
求
手
続
き
は
煩
雑
で
な
い
か

【
特
集
】お
ひ
と
り
さ
ま
へ
の
ヒ
ン
ト
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が
必
要
で
、
契
約
時
に
意
思
が
確
認
で
き
る
人
に

限
ら
れ
る
。

　
一
方
、
認
知
症
や
知
的
障
害
な
ど
に
よ
り
判
断

能
力
が
不
十
分
で
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
な
人
を
保
護

す
る
の
が
「
成
年
後
見
制
度
」
だ
。
サ
ポ
ー
ト
を

行
う
人
は
「
成
年
後
見
人
」（
以
下
、
後
見
人
）
と

呼
ば
れ
、
本
人
に
代
わ
り
財
産
の
管
理
や
契
約

行
為
を
行
う
。

　

そ
の
他
に
「
財
産
管
理
委
任
契
約
」
も
あ
る
。

成
年
後
見
制
度
は
判
断
能
力
が
低
下
し
た
場
合
に

利
用
で
き
る
が
、
財
産
管
理
委
任
契
約
は
そ
の

制
限
が
な
い
点
が
大
き
な
違
い
だ
。
当
事
者
間

の
合
意
の
み
で
効
力
が
生
じ
る
、
内
容
を
自
由
に

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
点
も
特
徴
だ
。

　

参
考
ま
で
に
「
家
族
信
託
」
に
つ
い
て
も
触
れ

て
お
く
。
家
族
信
託
は
保
有
す
る
資
産
を
家
族
・

親
族
に
託
し
、
そ
の
管
理
・
処
分
を
任
せ
る
仕

組
み
だ
。
高
額
な
報
酬
等
が
発
生
し
な
い
た
め
、

資
産
家
で
な
く
て
も
利
用
で
き
る
の
が
特
徴
だ
。

　

ひ
と
り
暮
ら
し
で
頼
れ
る
人
が
い
な
い
場
合
に

困
る
の
が
、
施
設
の
入
所
や
入
院
の
際
に
求
め
ら

れ
る
身
元
保
証
人
だ
。
２
０
２
１
年
～
２
０
２
２

年
に
総
務
省
が
行
っ
た
調
査
で
は
病
院
・
施
設
の

９
割
以
上
が
身
元
保
証
人
を
求
め
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。　

　

近
年
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
が
増
え
、身
元

保
証
を
代
行
す
る
事
業
者
が
増
え
て
い
る
が
、「
高

額
な
契
約
料
を
請
求
さ
れ
た
」「
解
約
時
に
お
金
が

返
還
さ
れ
な
い
」な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
起
き
て
い

る
。ホ
ー
ム
ロ
イ
ヤ
ー
契
約
（
弁
護
士
が
継
続
的
に

高
齢
者
の
日
常
生
活
を
支
援
す
る
契
約
の
総
称
）

　

厚
生
労
働
省
の
統
計
に
よ
る
と
「
在
宅
で
死
に

た
い
」
と
希
望
す
る
人
は
約
７
割
に
及
ぶ
が
、
実

際
に
在
宅
で
亡
く
な
る
人
は
孤
独
死
や
事
故
死
を

含
め
て
も
約
２
割
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
在
宅
死

を
望
ん
で
も
病
気
で
入
院
し
病
院
で
亡
く
な
っ
た

り
、
体
調
が
急
変
し
て
救
急
車
で
病
院
へ
運
ば
れ

そ
の
ま
ま
帰
ら
ぬ
人
と
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

　

長
年
介
護
現
場
の
取
材
を
続
け
て
き
た
な
か
で
、

人
口
呼
吸
器
な
ど
の
医
療
機
器
が
必
要
な
状
態
で

も
在
宅
で
医
療
を
受
け
な
が
ら
ひ
と
り
暮
ら
し
を

続
け
る
人
達
に
お
会
い
し
て
き
た
。
彼
ら
の
共
通

点
を
唯
一
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
「
自
宅
で
最
期

ま
で
暮
ら
し
た
い
」
と
い
う
明
確
な
意
思
と
揺
る

が
な
い
意
志
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。　

　
「
リ
ビ
ン
グ
ウ
ィ
ル
」（
終
末
期
の
段
階
で
延
命

治
療
や
ケ
ア
を
受
け
る
か
ど
う
か
の
記
述
を
す
る
）

や
「
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
」（
財
産
や
葬
儀
に
関

す
る
こ
と
な
ど
を
記
録
し
て
お
く
）
な
ど
も
自
分

の
思
い
を
整
理
す
る
た
め
に
活
用
で
き
る
。

　

ひ
と
り
暮
ら
し
で
自
分
の
死
後
に
必
要
な
手
続

き
（
役
所
へ
の
死
亡
届
の
提
出
や
公
共
料
金
の
解

約
の
手
続
き
な
ど
）
を
任
せ
る
人
が
い
な
い
場
合

は
「
死
後
事
務
委
任
契
約
」
を
検
討
す
る
の
も
一

案
だ
。
遺
言
書
と
同
様
、
死
後
事
務
委
任
契
約
に

つ
い
て
も
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
行
政
書
士
な
ど

が
相
談
に
応
じ
て
い
る
。

　

計
画
通
り
に
最
期
を
迎
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
の
死
と
向
き
合
っ
て
み

る
こ
と
で
こ
れ
ま
で
の
生
き
方
や
価
値
観
を
振
り

返
る
機
会
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

で
も
身
元
保
証
人
不
在
の
場
合
の
代
替
と
な
り

得
る
。
身
元
保
証
人
を
求
め
ら
れ
る
段
に
な
っ
て

慌
て
て
事
業
者
を
探
す
の
で
は
な
く
、
事
前
に

情
報
を
収
集
し
、
慎
重
に
検
討
し
て
ト
ラ
ブ
ル
を

回
避
し
た
い
。

死
と
向
き
合
い
、
自
分
を
振
り
返
る

　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
終
活
で
や
っ
て
お
き
た
い
こ

と
は
多
い
。
脳
も
体
も
元
気
な
う
ち
に
や
っ
て
お

き
た
い
の
が
物
の
片
付
け
だ
。
と
い
う
の
も
、
片

付
け
は
高
度
な
脳
の
働
き
が
必
要
な
作
業
だ
か
ら

で
あ
る
。

①  

重
要
な
も
の
（
お
金
に
関
す
る
も
の
、
死
後
の

手
続
き
に
関
す
る
も
の
）

② 

残
す
も
の
（
高
価
な
も
の
、思
い
出
の
品
な
ど
）

③  

捨
て
る
も
の
（
日
常
生
活
に
関
す
る
も
の
、

不
要
に
な
っ
た
も
の
）

　

上
記
①
～
③
を
分
類
し
て
整
理
す
る
に
は
、
認

知
機
能
の
一
つ
で
あ
る
遂
行
力
が
必
要
と
な
る
。

脳
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
だ
と
思
う
と
、
意
欲
が
湧
い

て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
財
産
の
管
理
に
つ
い
て

は
口
座
を
で
き
る
だ
け
ま
と
め
、
口
座
番
号
な
ど

を
記
載
し
た
リ
ス
ト
を
作
成
し
て
お
き
た
い
。
昨

今
は
ネ
ッ
ト
上
で
株
や
債
券
を
取
り
引
き
す
る
人

も
増
え
た
が
、
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
も

リ
ス
ト
化
し
、
取
り
扱
い
に
注
意
し
て
保
管
し
て

お
く
と
よ
い
だ
ろ
う
。

　

病
院
か
在
宅
か
、
最
期
は
ど
こ
で
迎
え
る
か
に

つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
難
題
の
一
つ
か
も
し
れ
な

い
。
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