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■
意
外
な
終
活
、「
未
完
了
の

　
　
　

相
続
手
続
き
」の
片
付
け

  

「
終
活
で
す
べ
き
こ
と
」と
い
う

と
、ど
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
浮
か

べ
ま
す
か
？
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー

ト
の
作
成
、住
ま
い
や
身
の
回
り
の

も
の
の
整
理
、お
墓
を
ど
う
す
る

か
、相
続
へ
の
備
え
な
ど…

。終
活

は
、い
ず
れ
も
自
分
が
亡
く
な
る
時

や
、そ
の
後
の
こ
と
を
見
据
え
て
行

う
も
の
で
す
の
で
、ご
自
身
が
亡
く

な
っ
た
際
の
相
続
の
こ
と
の
み
を

想
像
さ
れ
る
方
が
多
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、終
活
を
行
う
上
で

忘
れ
ず
に
確
認
し
て
い
た
だ
き
た

い
の
が
、親
や
兄
弟
な
ど
か
ら
の
相

続
で
、ご
自
身
が
相
続
人
と
な
っ
て

い
る
相
続
に
つ
い
て
で
す
。そ
し

て
、も
し「
未
完
了
の
相
続
手
続
き
」

が
あ
れ
ば
片
付
け
て
お
く
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

 

■
放
置
す
る
と
複
雑
化
す
る

　
　
　

相
続
手
続
き

　

ご
自
身
が
相
続
す
る
べ
き
財
産

に
つ
い
て
、相
続
手
続
き
を
放
置
し

た
ま
ま
、ご
自
身
が
お
亡
く
な
り
に

な
り
、次
の
相
続
が
発
生
し
て
し
ま

う
と（
数
次
相
続
と
言
い
ま
す
）、

様
々
な
複
雑
な
事
態
を
生
じ
て
し

ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。例
え
ば
、

関
係
の
薄
い
親
族
同
士
が
遺
産
分

割
協
議
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
く

な
っ
た
り
、そ
の
遺
産
分
割
協
議
に

参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
相
続

人
が
多
人
数
に
わ
た
っ
て
し
ま
っ

た
り
と
い
う
事
態
が
生
じ
ま
す
。弊

所
へ
ご
相
談
い
た
だ
く
も
の
の
中

に
は
、数
次
相
続
に
よ
り
相
続
人　

七
〇
名
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
あ
り

ま
し
た
。こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
な

る
と
、お
手
続
き
に
膨
大
な
時
間
と

費
用
が
か
か
る
上
に
、お
手
続
き
中

に
更
な
る
相
続
が
発
生
し
て
し
ま

う
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。相
続
人

が
ね
ず
み
算
的
に
増
え
て
し
ま
う

の
で
す
。

 

■
放
置
さ
れ
や
す
か
っ
た

　
　
　

不
動
産
の
相
続
手
続
き

　

特
に
不
動
産
の
相
続
手
続
き
に

つ
い
て
は
、放
置
さ
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
理
由
は
、①
相
続
登
記
を
し
な

く
て
も
不
都
合
が
少
な
い
こ
と
、②

相
続
登
記
に
は
期
限
が
な
か
っ
た
こ

と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、亡
く
な
っ
た
方
の
預
金

は
、死
亡
の
事
実
を
銀
行
に
伝
え
る

と
、預
金
は
凍
結
さ
れ
、引
き
出
せ

な
く
な
り
ま
す
。相
続
人
が
相
続
し

た
預
金
を
使
う
た
め
に
は
、預
金
の

相
続
手
続
き
に
着
手
せ
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
。

　

一
方
、不
動
産
は
相
続
人
へ
名
義

を
変
え
る
相
続
手
続
き
を
し
な
く

て
も
、相
続
人
へ
送
付
さ
れ
る
納
税

通
知
書
で
税
金
さ
え
払
っ
て
い
れ

ば
、相
続
人
の
誰
か
が
住
む
こ
と
が

可
能
で
す
。売
却
を
す
る
場
合
に
は

相
続
登
記
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、相
続
手
続
き
を
し
な
く
て
も

す
ぐ
に
は
困
ら
な
い
の
で
す
。

ま
た
、こ
の
相
続
登
記
は
義
務
で
は

な
く
、い
つ
ま
で
に
登
記
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
期
限
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

 

■
土
地
・
建
物
の

　
　
　

相
続
登
記
が
義
務
化
へ

こ
の
よ
う
に
相
続
登
記
が
な
さ
れ

な
い
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
こ
と
か

ら
、所
有
者
が
分
か
ら
な
い
土
地
が

増
加
し
、空
き
家
問
題
、公
共
事
業

や
災
害
復
興
の
障
害
と
い
っ
た
、

様
々
な
社
会
問
題
へ
と
発
展
し
て

き
ま
し
た
。

登
記
簿
で
直
ち
に
所
有
者
が
判
明

し
な
い
、あ
る
い
は
判
明
し
て
も
所

在
が
不
明
で
連
絡
が
つ
か
な
い
と

い
っ
た
所
有
者
不
明
の
土
地
の
割

合
は
、不
動
産
全
体
の
二
二
％
に
も

及
び
、そ
の
原
因
の
六
六
％
は
相
続

登
記
の
未
了
に
よ
る
も
の
だ
そ
う

で
す（
平
成
二
九
年
国
交
省
調
査
）。

　
　
（
次
ペ
ー
ジ
下
段
へ
続
く
↓
）

　　

私
に
言
わ
せ
れ
ば
、

そ
れ
は
人
が

生
き
る
意
味
と

価
値
の
こ
と

で
す
。

　

魂
と
い
う
も
の
は

一
に
か
か
っ
て
人
と
の

縁
で
育
て
る
も
の
で
す
。他
者
と
の
関
係

の
中
で
育
む
も
の
で
し
か
な
い
の
で
す
。

　

魂
の
最
初
の
種
、
こ
れ
を
植
え
付

け
て
く
れ
る
人
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

母
親
を
お
い
て
他
に
い
な
い
と
思
い

ま
す
。
我
々
は
た
だ
ポ
ロ
ッ
と
こ
の

世
に
生
ま
れ
て
く
る
。
な
お
か
つ
、

こ
れ
ほ
ど
無
力
な
生
き
物
は
他
に
い

ま
せ
ん
。
他
の
哺
乳
類
は
五
、
六
時

間
も
す
れ
ば
自
分
で
立
ち
上
が
り
、

母
親
の
お
っ
ぱ
い
ま
で
自
力
で
た
ど

り
着
く
。
し
か
し
、
人
間
は
違
う
。

自
力
で
お
っ
ぱ
い
ま
で
行
く
の
に
最

低
半
年
は
か
か
り
ま
す
。

　

こ
れ
ほ
ど
無
意
味
で
無
力
な
生
き

物
が
生
き
て
い
け
る
の
は
、
生
ま
れ

た
瞬
間
に
「
よ
く
ぞ
生
ま
れ
て
く
れ

ま
し
た
」
と
受
け
止
め
て
く
れ
る
人

の
手
が
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
手
が

母
親
と
称
す
る
人
の
手
で
す
。
あ
る

い
は
、
母
親
的
な
人
の
手
な
ん
で
す
。

　

そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、「
よ
く
ぞ

生
ま
れ
て
く
れ
ま
し
た
」
と
受
け
止

め
て
も
ら
え
る
手
が
あ
る
と
い
う
の

は
大
変
に
幸
運
な
こ
と
な
の
で
す
。

そ
の
幸
運
を
人
間
は
、
本
能
レ
ベ
ル

で
知
っ
て
い
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

自
分
の
息
子
を
見
て
い
て
も
、
一
週

間
た
つ
と
笑
い
始
め
ま
す
。
こ
ち
ら

が
面
白
い
こ
と
を
一
つ
も
言
っ
て
い

な
い
の
に
、
理
由
も
な
く
笑
み
を
そ

の
顔
に
浮
か
べ
る
。
そ
も
そ
も
何
で

人
の
赤
ち
ゃ
ん
は
、
笑
う
こ
と
の
出

来
る
筋
肉
が
つ
い
た
上
で
生
ま
れ
る

の
か
。
そ
の
筋
肉
を
発
達
さ
せ
る
位

だ
っ
た
ら
、
手
足
の
筋
肉
を
鍛
え
て

く
れ
た
方
が
よ
っ
ぽ
ど
自
立
の
一
助

と
な
る
は
ず
な
の
に
。
私
が
思
う
に
、

「
よ
ろ
し
く
ね
」
と
親
に
言
っ
て
い
る
、

か
わ
い
い
と
思
っ
て
も
ら
わ
な
い
と

困
る
ん
で
す
。
と
い
う
こ
と
を
遺
伝

子
レ
ベ
ル
で
知
っ
て
い
る
か
ら
、
生

ま
れ
て
す
ぐ
笑
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
修
行
僧
で
い
る
と
き
か
ら
、

ど
う
い
う
わ
け
か
い
ろ
ん
な
人
の
相

談
を
受
け
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し

た
。
悩
み
と
は
、
人
が
生
き
て
い
る

意
味
と
価
値
を
見
失
っ
た
ま
ま
、
し
ゃ

か
り
き
に
頑
張
っ
て
き
て
、
そ
の
蓄

積
し
た
ダ
メ
ー
ジ
が
体
に
症
状
と

な
っ
て
出
て
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
「
あ
な
た
が
そ
こ
に
い
て
く
れ
る
だ

け
で
う
れ
し
い
」

そ
う
言
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
が
と
て

も
大
事
な
こ
と
で
す
。
こ
の
セ
リ
フ
は

親
に
言
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
ら
、

社
会
に
出
た
後
、
取
引
抜
き
で
云
っ

て
く
れ
る
人
は
い
ま
せ
ん
よ
。
夫
婦

に
し
て
も
一
皮
む
け
ば
取
引
で
す
か
ら
。

　

も
し
、
友
達
で
も
な
ん
で
も
、
赤

の
他
人
が
「
あ
な
た
が
そ
こ
に
い
て

く
れ
る
だ
け
で
私
は
本
当
に
う
れ
し

い
ん
だ
」
と
本
心
か
ら
言
っ
て
く
れ

た
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
宝
で
す
。
命

を
懸
け
て
守
る
べ
き
も
の
で
す
。
金

な
ん
ぞ
問
題
で
は
な
い
。
そ
ん
な
人

が
五
人
も
い
れ
ば
、
人
生
納
得
し
て

死
ぬ
べ
き
で
す
よ
。
そ
ん
な
人
は
な

か
な
か
い
ま
せ
ん
。
あ
る
と
し
た
ら
、

と
て
も
苦
し
い
時
間
と
経
験
を
分
け

合
っ
た
人
だ
け
で
し
ょ
う
。
状
態
が

上
向
き
で
追
い
風
の
時
の
友
達
な
ん

て
、
条
件
が
変
わ
れ
ば

あ
っ
さ
り
と
裏
切
り

ま
す
。

苦
し
く
て
切
な
い

時
に
隣
に

い
て
く
れ
た

人
と
い
う
の
は
、

大
事
に
す
べ
き
で
す
。

「
未
完
了
の
相
続
手
続
き
」
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
？

佐藤 美由紀

最首総合事務グループ
行政書士法人

佐
藤 

美
由
紀
の

終
活
の
ス
ス
メ

第4回

草
野 

心
平
は
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
六
年
）

五
月
十
二
日 

生
ま
れ
。 

一
九
八
八
年
（
昭

和
六
三
年
）
十
一
月
十
二
日
に
死
去
し
た
日

本
の
詩
人
で
す
。

草
野
心
平
は
「
蛙
の
詩
人
」
と
呼
ば
れ
る
く
ら

い
、
蛙
の
詩
を
た
く
さ
ん
作
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
「
蛙
の
詩
」
の
代
表
作
、「
春
の
う
た
」

と
い
う
詩
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
か
え
る
は
冬
の

あ
い
だ
は
土
の
中
に
い
て
春
に
な
る
と
地
上
に
出

て
き
ま
す
。
そ
の
は
じ
め
て
の
日
の
う
た
で
す
。

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
詩
の
主
人
公
は
、
も

ち
ろ
ん
、
蛙
で
す
。

長
い
冬
眠
か
ら
覚
め
た
時
の
「
命
の
歓
び
」
を
、

蛙
に
託
し
て
歌
っ
て
い
る
、
ご
く
単
純
な
詩
で

あ
り
ま
す
。
草
野
心
平
以
外
に
は
書
け
な
い
、

独
自
の
詩
空
間
を
創
出
し
て
い
ま
す
。

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
詩
の
主
人
公
は
、
も

ち
ろ
ん
、
蛙
で
す
。

長
い
冬
眠
か
ら
覚
め
た
時
の
「
命
の
歓
び
」
を
、

蛙
に
託
し
て
歌
っ
て
い
る
、
ご
く
単
純
な
詩
で

あ
り
ま
す
。
草
野
心
平
以
外
に
は
書
け
な
い
、

独
自
の
詩
空
間
を
創
出
し
て
い
ま
す
。

草
野
心
平
の
詩

　

「
春
の
う
た
」
は
、

 

み
ず
み
ず
し
い
生
命
讃
歌
。

草
野
心
平
の
詩

　

「
春
の
う
た
」
は
、

 

み
ず
み
ず
し
い
生
命
讃
歌
。

　　　　　　　　　　　　　人生、いろんなことが起こります。先人
　　　　　　　　　　　　　たちの知恵をいただいて、つらい時を
　　　　　　　　　　　　　乗り越えていきたいものです。今回は恐
山菩提寺院代　南　直哉氏の「人が持つ宝とは何か」、松下幸之助氏の
「素直な心になるために」、97歳の看護師池田きぬ様の「百歳まで働
く」、匝瑳市に伝わる民話「長者塚」を載せました。佐藤美由紀さんの
　　終活のススメ第 4回、認知症の報告後半の「私たちはこうして
　　認知症の淵から甦った」、「相続財産を受け取る人」のほか、漢字
　　クイズも掲載しました。是非皆様のご意見・ご希望等をお寄せ
　　　ください。お待ちしております。（編集子）

人
が
持
つ
宝
と
は
何
か

　
赤
子
が
生
ま
れ
て

一
週
間
で
笑
い
始
め
る
わ
け

禅
僧 

恐
山
菩
提
寺
院
代  

南 

直
哉

南 直哉（みなみ じきさい）
昭和 33年、長野県生まれ。
福井県霊泉寺住職。曹洞宗・永平寺で
20年間修行生活をおくり、2005年
より青森県恐山菩提寺院代になる。

漢字
クイズ
の答え：板

（
↓
前
頁
か
ら
の
続
き
）

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
受
け
、近
年
、関
連
す
る
法
律
の

新
設
・
改
正
が
あ
り
ま
し
た
。

土
地
・
建
物
の
相
続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
、期
限
が

設
け
ら
れ
た
の
が
そ
の
一
つ
で
す
。

不
動
産
を
取
得
し
た
相
続
人
は
、そ
の
取
得
を
知
っ

た
日
か
ら
三
年
以
内
に
相
続
登
記
の
申
請
を
す
る
こ

と
を
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。正
当
な
理
由
の
な
い
申

請
漏
れ
に
は
過
料
の
罰
則
も
あ
り
ま
す
。

法
律
の
施
行
日
は
二
〇
二
四
年
四
月
一
日
で
す
が
、

そ
れ
よ
り
前
に
発
生
し
た
相
続
に
つ
い
て
も
、二
〇

二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
登
記
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
の
で
、注
意
が
必
要
で
す
。

■
終
活
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
の
心
構
え

相
続
人
が
多
数
い
る
場
合
、思
う
よ
う
に
相
続
手
続

き
を
進
め
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
も
多
く
あ
り
ま
す
。必

要
な
際
に
は
専
門
家
の
手
も
借
り
な
が
ら
、「
未
完
了

の
相
続
手
続
き
」が
あ
れ
ば
、こ
れ
を
機
に
着
手
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。

終
活
は
完
璧
を
目
指
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。自

分
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
亡
く
な
る
の
か
、そ
の
時
の

相
続
人
は
誰
か
、あ
る
程
度
は
想
像
で
き
て
も
、実
際

ど
う
な
る
か
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
す
。

終
活
は
今
で
き
る
最
低
限
の
備
え
を
す
る
、と
い
う
意

識
で
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
な
よ
う
に
思
い
ま
す
。

気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
片
付
け
る
と
、ず
っ
と
そ

の
こ
と
が
頭
の
片
隅
で
ス
ト
レ
ス
を

与
え
て
い
た
こ
と
に
気
が
付
き

ま
す
。時
に
は
期
限
を
決
め
、先
に

済
ま
せ
て
し
ま
う
の
も
よ
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん（
と
自
分
で

言
い
な
が
ら
耳
が
痛
い

で
す…

笑
）。ス
ッ
キ
リ

軽
や
か
に
、ご
自
身
の
趣
味
や

楽
し
い
こ
と
に
没
頭
す
る

毎
日
を
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
！

人
の
魂
と
は
何
か
。

編集後記

ほ
っ 

ま
ぶ
し
い
な
。

ほ
っ 

う
れ
し
い
な
。

 

み
ず
は 

つ
る
つ
る
。

か
ぜ
は 

そ
よ
そ
よ
。

ケ
ル
ル
ン 

ク
ッ
ク
。

あ
あ
い
い
に
お
い
だ
。

ケ
ル
ル
ン 

ク
ッ
ク
。

 

ほ
っ 

い
ぬ
の
ふ
ぐ
り
が
さ
い
て
い
る
。

ほ
っ 

お
お
き
な
く
も
が
う
ご
い
て
く
る
。

 

ケ
ル
ル
ン 

ク
ッ
ク
。

ケ
ル
ル
ン 

ク
ッ
ク
。

ほ
っ 

ま
ぶ
し
い
な
。

ほ
っ 

う
れ
し
い
な
。

 

み
ず
は 

つ
る
つ
る
。

か
ぜ
は 

そ
よ
そ
よ
。

ケ
ル
ル
ン 

ク
ッ
ク
。

あ
あ
い
い
に
お
い
だ
。

ケ
ル
ル
ン 

ク
ッ
ク
。

 

ほ
っ 

い
ぬ
の
ふ
ぐ
り
が
さ
い
て
い
る
。

ほ
っ 

お
お
き
な
く
も
が
う
ご
い
て
く
る
。

 

ケ
ル
ル
ン 

ク
ッ
ク
。

ケ
ル
ル
ン 

ク
ッ
ク
。



■
意
外
な
終
活
、「
未
完
了
の

　
　
　

相
続
手
続
き
」の
片
付
け

  

「
終
活
で
す
べ
き
こ
と
」と
い
う

と
、ど
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
浮
か

べ
ま
す
か
？
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー

ト
の
作
成
、住
ま
い
や
身
の
回
り
の

も
の
の
整
理
、お
墓
を
ど
う
す
る

か
、相
続
へ
の
備
え
な
ど…

。終
活

は
、い
ず
れ
も
自
分
が
亡
く
な
る
時

や
、そ
の
後
の
こ
と
を
見
据
え
て
行

う
も
の
で
す
の
で
、ご
自
身
が
亡
く

な
っ
た
際
の
相
続
の
こ
と
の
み
を

想
像
さ
れ
る
方
が
多
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、終
活
を
行
う
上
で

忘
れ
ず
に
確
認
し
て
い
た
だ
き
た

い
の
が
、親
や
兄
弟
な
ど
か
ら
の
相

続
で
、ご
自
身
が
相
続
人
と
な
っ
て

い
る
相
続
に
つ
い
て
で
す
。そ
し

て
、も
し「
未
完
了
の
相
続
手
続
き
」

が
あ
れ
ば
片
付
け
て
お
く
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

 

■
放
置
す
る
と
複
雑
化
す
る

　
　
　

相
続
手
続
き

　

ご
自
身
が
相
続
す
る
べ
き
財
産

に
つ
い
て
、相
続
手
続
き
を
放
置
し

た
ま
ま
、ご
自
身
が
お
亡
く
な
り
に

な
り
、次
の
相
続
が
発
生
し
て
し
ま

う
と（
数
次
相
続
と
言
い
ま
す
）、

様
々
な
複
雑
な
事
態
を
生
じ
て
し

ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。例
え
ば
、

関
係
の
薄
い
親
族
同
士
が
遺
産
分

割
協
議
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
く

な
っ
た
り
、そ
の
遺
産
分
割
協
議
に

参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
相
続

人
が
多
人
数
に
わ
た
っ
て
し
ま
っ

た
り
と
い
う
事
態
が
生
じ
ま
す
。弊

所
へ
ご
相
談
い
た
だ
く
も
の
の
中

に
は
、数
次
相
続
に
よ
り
相
続
人　

七
〇
名
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
あ
り

ま
し
た
。こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
な

る
と
、お
手
続
き
に
膨
大
な
時
間
と

費
用
が
か
か
る
上
に
、お
手
続
き
中

に
更
な
る
相
続
が
発
生
し
て
し
ま

う
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。相
続
人

が
ね
ず
み
算
的
に
増
え
て
し
ま
う

の
で
す
。

 

■
放
置
さ
れ
や
す
か
っ
た

　
　
　

不
動
産
の
相
続
手
続
き

　

特
に
不
動
産
の
相
続
手
続
き
に

つ
い
て
は
、放
置
さ
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
理
由
は
、①
相
続
登
記
を
し
な

く
て
も
不
都
合
が
少
な
い
こ
と
、②

相
続
登
記
に
は
期
限
が
な
か
っ
た
こ

と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、亡
く
な
っ
た
方
の
預
金

は
、死
亡
の
事
実
を
銀
行
に
伝
え
る

と
、預
金
は
凍
結
さ
れ
、引
き
出
せ

な
く
な
り
ま
す
。相
続
人
が
相
続
し

た
預
金
を
使
う
た
め
に
は
、預
金
の

相
続
手
続
き
に
着
手
せ
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
。

　

一
方
、不
動
産
は
相
続
人
へ
名
義

を
変
え
る
相
続
手
続
き
を
し
な
く

て
も
、相
続
人
へ
送
付
さ
れ
る
納
税

通
知
書
で
税
金
さ
え
払
っ
て
い
れ

ば
、相
続
人
の
誰
か
が
住
む
こ
と
が

可
能
で
す
。売
却
を
す
る
場
合
に
は

相
続
登
記
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、相
続
手
続
き
を
し
な
く
て
も

す
ぐ
に
は
困
ら
な
い
の
で
す
。

ま
た
、こ
の
相
続
登
記
は
義
務
で
は

な
く
、い
つ
ま
で
に
登
記
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
期
限
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

 

■
土
地
・
建
物
の

　
　
　

相
続
登
記
が
義
務
化
へ

こ
の
よ
う
に
相
続
登
記
が
な
さ
れ

な
い
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
こ
と
か

ら
、所
有
者
が
分
か
ら
な
い
土
地
が

増
加
し
、空
き
家
問
題
、公
共
事
業

や
災
害
復
興
の
障
害
と
い
っ
た
、

様
々
な
社
会
問
題
へ
と
発
展
し
て

き
ま
し
た
。

登
記
簿
で
直
ち
に
所
有
者
が
判
明

し
な
い
、あ
る
い
は
判
明
し
て
も
所

在
が
不
明
で
連
絡
が
つ
か
な
い
と

い
っ
た
所
有
者
不
明
の
土
地
の
割

合
は
、不
動
産
全
体
の
二
二
％
に
も

及
び
、そ
の
原
因
の
六
六
％
は
相
続

登
記
の
未
了
に
よ
る
も
の
だ
そ
う

で
す（
平
成
二
九
年
国
交
省
調
査
）。

　
　
（
次
ペ
ー
ジ
下
段
へ
続
く
↓
）

　

昔
、
飯
高
村
公
崎
（
こ
う
ざ
き
）
の

真
々
田
（
ま
ま
だ
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

秋
山
将
監
（
し
ょ
う
か
ん
）
と
い
う
長

者
が
住
ん
で
い
た
。
長
者
に
は
、お
い
と
、

と
い
う
十
八
歳
に
な
る
一
人
娘
が
い
た
。

　

お
い
と
は
気
立
て
が
や
さ
し
く
、
村

一
番
の
器
量
良
（
き
り
ょ
う
よ
）
し
で
、

村
人
た
ち
か
ら
、
秋
山
小
町
と
呼
ば
れ

て
た
い
そ
う
か
わ
い
が
ら
れ
て
い
た
。

　

小
町
は
、
機
織
（
は
た
お
り
）
が
た

だ
一
つ
の
楽
し
み
で
、
黄
金
の
機
織
機

を
使
い
、
わ
ざ
わ
ざ
京
都
か
ら
師
匠
を

呼
ん
で
習
っ
て
い
た
。

　

小
町
は
年
ご
ろ
な
の
で
、
将
監
の
と

こ
ろ
に
婿
（
む
こ
）
に
し
て
ほ
し
い
と

い
う
若
者
が
、
毎
日
の
よ
う
に
詰
め
か

け
て
い
た
。

　

あ
る
日
、
小
町
は
祝
言
の
時
の
た
め

に
と
、
み
ご
と
な
金
襴
緞
子
綾
錦
（
き

ん
ら
ん
ど
ん
す
あ
や
に
し
き
）
の
着
物

を
織
り
上
げ
た
。

　

そ
れ
を
見
た
長
者
は
、娘
の
婿
に
は
、

隣
り
村
の
大
金
持
ち
、
大
野
の
息
子
を

も
ら
お
う
と
考
え
た
。

　

し
か
し
、
小
町
に
は
、
思
い
を
寄
せ

る
同
じ
村
の
百
姓
の
せ
が
れ
、
小
川
清

助
と
い
う
二
十
一
歳
に
な
る
幼
な
じ
み

の
若
者
が
い
た
。

　

長
者
が
、
大
野
の
息
子
を
婿
に
し
よ

う
と
言
う
と
小
町
は
た
い
そ
う
悲
し
ん

で
、
大
切
に
し
て
い
た
黄
金
の
機
織
機

を
壊
し
、
機
織
を
止
め
て
し
ま
っ
た
。

　

怒
っ
た
長
者
は
、
競
馬
に
勝
っ
た
者

を
婿
に
し
よ
う
と
言
い
出
し
た
。

　

大
野
の
息
子
は
、
浩
蔵
と
言
い
、
武

勇
（
ぶ
ゆ
う
）
に
た
け
、
見
る
か
ら
に

偉
丈
夫
（
い
じ
ょ
う
ぶ
）
そ
う
な
二
十

三
歳
の
若
者
で
、
競
馬
が
た
い
へ
ん
得

意
だ
っ
た
。

小
町
は
、
と
て
も
清
助
に
勝
ち
目
が
な

い
と
悩
み
苦
し
ん
で
い
た
が
、
と
う
と

う
そ
の
決
戦
の
日
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。

　

婿
選
び
の
競
馬
と
あ
っ
て
、
こ
の
一

戦
を
ひ
と
目
見
よ
う
と
、近
郷
近
在（
き

ん
ご
う
き
ん
ざ
い
）
か
ら
た
く
さ
ん
人

が
集
ま
り
、
競
馬
場
は
黒
山
の
よ
う
な

人
だ
か
り
で
あ
る
。

　

浩
蔵
は
、
い
つ
も
乗
り
慣
れ
た
青
黒

の
つ
わ
も
の
に
乗
り
、
勇
ん
で
出
て

行
っ
た
。

　

小
町
は
、
清
助
が
ど
う
か
勝
つ
よ
う

に
と
の
願
い
を
込
め
て
、
自
分
の
飼
っ

て
い
た
栗
毛
の
愛
馬
を
貸
し
て
や
っ

た
。

　

い
よ
い
よ
決
戦
。

 　

合
図
の
太
鼓
で
、
二
頭
の
馬
は
さ
っ

と
飛
び
出
し
た
。
清
助
の
乗
っ
た
栗
毛

馬
は
、
中
ご
ろ
ま
で
、
少
し
引
き
離
さ

れ
て
い
た
が
、決
勝
点
近
く
に
な
る
と
、

ぐ
ん
ぐ
ん
迫
り
、
つ
い
に
、
青
黒
馬
を

追
い
越
し
て
し
ま
っ
た
。

　

見
物
の
村
人
た
ち
は
、

　
「
栗
毛
よ―

」

　
「
青
黒
よ―

」

と
ひ
い
き
の
名
を
口
々
に
叫
ん
で
大
騒

ぎ
で
あ
る
。
決
勝
点
前
で
は
、
獅
子
舞

（
し
し
ま
）
い
も
出
て
、
太
鼓
や
笛
で

囃
（
は
や
）
し
た
て
て
い
る
。

　
『
こ
れ
で
清
助
が
勝
っ
た
』

と
思
い
、小
町
は
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
。

　

次
の
瞬
間
で
あ
る
。

　

決
勝
点
の
す
ぐ
前
で
、
獅
子
舞
に
驚

い
た
栗
毛
馬
は
、
柵
（
さ
く
）
の
外
へ

飛
び
出
し
、脚
を
折
り
、ど
っ
と
倒
れ
た
。

　

青
黒
馬
の
浩
蔵
の
勝
ち
。

　

小
町
は
驚
き
、
気
が
狂
わ
ん
ば
か
り

に
さ
じ
き
を
飛
び
降
り
、
一
目
散
（
い

ち
も
く
さ
ん
）
に
か
け
出
し
た
。

　

倒
れ
た
栗
毛
馬
と
落
馬
し
た
清
助

は
、
小
町
の
祈
り
も
む
な
し
く
、
血
み

ど
ろ
の
ま
ま
、
息
を
引
き
と
っ
て
し

ま
っ
た
。

　

そ
ば
で
は
、
小
町
が
栗
毛
の
た
て
髪

を
な
で
な
が
ら

　
「
あ
あ
、情
け
な
や
、畜
生（
ち
く
し
ょ

う
）
も
法
華
経
（
ほ
っ
け
き
ょ
う
）
の

功
徳（
く
ど
く
）に
よ
れ
ば
、成
仏（
じ
ょ

う
ぶ
つ
）
で
き
る
と
い
う
が
、
こ
の
あ

り
さ
ま
は
・
・
・
・
・
・
・
・
・
」

と
泣
き
叫
ん
で
い
る
。

　
「
何
ん
と
も
む
ご
い
こ
と
だ
ろ
う
。

神
も
仏
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
」

と
村
人
た
ち
は
、
口
々
に
叫
ん
で
帰
っ

て
行
っ
た
。清
助
は
家
に
引
き
取
ら
れ
、

栗
毛
馬
の
死
骸
（
し
が
い
）
は
、
村
人

た
ち
に
よ
っ
て
、手
厚
く
葬
（
ほ
う
む
）

ら
れ
た
。
こ
の
地
の
字
を“

御
栗
毛”

（
み

く
り
げ
）
と
呼
ん
で
い
る
。

　

後
に
残
さ
れ
た
小
町
は
、
介
抱
さ
れ

て
家
に
帰
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
か
ら
と

言
う
も
の
は
、
も
だ
え
苦
し
み
、
食
事

も
の
ど
を
通
ら
ぬ
毎
日
で
あ
る
。

　

つ
い
に
、
寝
込
む
よ
う
に
な
り
、
村

人
た
ち
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
、
静
か
に

息
を
引
き
取
り
、
果
か
な
い
生
涯
を
終

え
た
。

　

そ
の
死
顔
は
、
遠
く
幼
い
頃
、
清
助

と
遊
ん
だ
な
つ
か
し
い
日
々
を
思
い
出

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
や
す
ら
い
で

い
た
と
い
う
。

　

長
者
は
、娘
の
願
い
も
聞
き
入
れ
ず
、

自
分
勝
手
な
欲
を
通
そ
う
と
し
て
、
か

わ
い
い
一
人
娘
を
死
な
せ
て
し
ま
っ

た
。

　

せ
め
て
も
の
罪
滅
（
つ
み
ほ
ろ
）
ぼ

し
に
と
、
小
町
の
な
き
が
ら
と
、
壊
れ

た
黄
金
の
機
織
機
を
埋
め
、
塚
を
つ

く
っ
て
菩
提
（
ぼ
だ
い
）
を
弔
（
と
む

ら
）
っ
て
や
っ
た
。

　

や
が
て
、
長
者
は
村
を
は
な
れ
、
ど

こ
へ
行
っ
た
か
誰
も
知
ら
な
い
。　

そ

の
後
、
こ
の
塚
の
そ
ば
を
通
る
と
不
吉

（
ふ
き
つ
）
な
こ
と
が
起
こ
る
と
言
い

伝
え
ら
れ
、
獅
子
舞
い
で
す
ら
通
ら
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

競
馬
が
行
わ
れ
た
跡
は
、“

馬
場”

（
ば

ば
）と
い
う
地
名
で
今
に
伝
え
ら
れ
る
。

 

長 者 塚
(ちょうじゃづか)

　

私
は
、
今
年
で

九
七
歳
に
な
る

現
役
看
護
師
で
す
。

三
重
県
津
市
の

一
志
町
に
あ
る
、
サ
ー
ビ
ス
付
き

高
齢
者
向
け
住
宅
「
い
ち
し
の
里
」

で
働
い
て
い
ま
す
。

　

私
が
看
護
学
校
に
入
っ
た
の

は
、
一
七
歳
の
時
で
す
。
太
平
洋

戦
争
が
激
し
さ
を
増
す
中
、
赤
十

字
の
救
護
看
護
婦
養
成
所
を
卒
業

し
て
、
神
奈
川
県
湯
河
原
の
療
養

所
に
看
護
婦
（
当
時
）
と
し
て
招

集
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
ず
っ

と
看
護
師
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

　

今
、
働
い
て
い
る
職
場
は
、
八

八
歳
の
時
に
募
集
を
見
て
応
募
し

ま
し
た
。
三
〇
代
後
半
か
ら
は
、

管
理
者
や
婦
長
な
ど
の
上
に
立
つ

仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
最
後

は
、
一
看
護
師
と
し
て
「
そ
お
っ

と
勤
め
よ
う
」と
思
っ
た
の
で
す
。

採
用
し
て
い
た
だ
き
仕
事
を
始

め
、
九
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
こ
ん

な
に
長
く
働
け
る
と
は
、
自
分
で

も
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

夫
は
二
〇
年
ほ
ど
前
に
亡
く
な

り
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
ひ
と
り
暮

ら
し
で
す
。
家
で
は
マ
イ
ペ
ー
ス

に
、
家
事
や
家
庭
菜
園
の
手
入
れ

を
し
て
過
ご
し
、
週
一
〜
二
回
は

職
場
に
出
勤
し
て
仕
事
を
し
て
い

ま
す
。
職
場
に
い
る
と
気
持
ち
が

シ
ャ
キ
ィ
と
し
て
、
体
も
よ
く
動

き
ま
す
。

　

こ
ん
な
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
暮
ら

し
が
、今
の
私
に
は
ち
ょ
う
ど
い
い

よ
う
で
す
。

　

勤
務
が
終
わ
る
と
「
体
が
え
ら

い
（=

し
ん
ど
い
）
な
」
と
感
じ

ま
す
が
、
家
に
帰
る
と
「
今
日
も

働
け
た
」
と
い
う
充
実
感
が
あ
り

ま
す
。

　

九
七
年
間
の
人
生
は
、
い
つ
も

忙
し
か
っ
た
で
す
ね
。戦
争
中
は
、

負
傷
兵
の
看
護
を
経
験
し
ま
し

た
。
で
も
、
本
当
の
苦
労
は
、
終

戦
後
結
婚
し
、
本
格
的
に
仕
事
に

復
帰
し
て
か
ら
で
し
た
。

　

子
育
て
と
仕
事
の
両
立
で
悩
ん

だ
り
、
精
神
科
の
看
護
と
い
う
難

し
い
分
野
の
仕
事
を
担
っ
た
り
、

人
を
ま
と
め
る
管
理
職
の
立
場
に

な
っ
た
り
も
し
ま
し
た
。そ
し
て
、

自
分
の
病
気
や
家
族
の
介
護
な
ど

も
経
験
し
ま
し
た
。

　

女
性
が
子
育
て
を
し
な
が
ら
働

く
の
は
珍
し
い
時
代
で
し
た
し
、

働
き
方
改
革
と
い
う
言
葉
も
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
周
囲
に

助
け
て
も
ら
い
な
が
ら
、
ど
う
に

か
仕
事
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

二
〇
一
八
年
、九
三
歳
の
と
き
、

七
五
歳
以
上
の
医
療
関
係
者
（
当

時
）
に
顕
彰
す
る
「
山
上
の
光
賞
」

を
受
賞
し
ま
し
た
。
目
の
前
の
こ

と
を
コ
ツ
コ
ツ
と
続
け
て
き
た
だ

け
な
の
で
、
選
ん
で
い
た
だ
い
て

驚
き
ま
し
た
。
で
も
、
同
じ
よ
う

に
長
く
働
い
て
い
る
人
の
励
み
に

な
っ
た
ら
い
い
な
と
思
い
、
あ
り

が
た
く
お
受
け
し
ま
し
た
。
職
場

で
も
、
時
々
若
い
人
か
ら
「
池
田

さ
ん
の
よ
う
に
、
私
も
長
く
働
け

た
ら
い
い
わ
」
と
言
わ
れ
、
仕
事

や
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
こ
と
で
相
談

を
受
け
ま
す
。
そ
ん
な
時
は
、
私

の
経
験
を
踏
ま
え
た
話
を
さ
せ
て

も
ら
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
経
験

が
で
き
た
の
は
長
生
き
し
て
よ

か
っ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
し
、

そ
れ
が
人
の
役
に
立
つ
の
は
う
れ

し
い
で
す
。

　

今
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私

の
人
生
は
、
本
当
に
地
図
の
な
い

曲
が
り
く
ね
っ
た
道
の
よ
う
で
し

た
。そ
の
道
を
生
き
て
い
る
限
り
、

自
分
な
り
に
考
え
、
前
を
向
い
て

歩
い
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

健
康
に
過
ご
せ
、
多
く
の
方
の
温

か
い
ご
理
解
に
助
け
ら
れ
た
人
生

で
あ
っ
た
こ
と
を
感
謝
す
る
日
々

で
す
。

　

あ
と
三
年
で

一
〇
〇
歳
に

な
り
ま
す
。

で
き
る
限
り

働
い
て
、

ひ
と
り
暮
ら
し

を
続
け
て

い
か
れ
た
ら
と

願
っ
て
い
ま
す
。

原
話　

よ
う
か
い
ち
ば
の

昔
話
と
伝
説
、

八
日
市
場
市

史
編
さ
ん
室
編

（
↓
前
頁
か
ら
の
続
き
）

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
受
け
、近
年
、関
連
す
る
法
律
の

新
設
・
改
正
が
あ
り
ま
し
た
。

土
地
・
建
物
の
相
続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
、期
限
が

設
け
ら
れ
た
の
が
そ
の
一
つ
で
す
。

不
動
産
を
取
得
し
た
相
続
人
は
、そ
の
取
得
を
知
っ

た
日
か
ら
三
年
以
内
に
相
続
登
記
の
申
請
を
す
る
こ

と
を
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。正
当
な
理
由
の
な
い
申

請
漏
れ
に
は
過
料
の
罰
則
も
あ
り
ま
す
。

法
律
の
施
行
日
は
二
〇
二
四
年
四
月
一
日
で
す
が
、

そ
れ
よ
り
前
に
発
生
し
た
相
続
に
つ
い
て
も
、二
〇

二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
登
記
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
の
で
、注
意
が
必
要
で
す
。

■
終
活
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
の
心
構
え

相
続
人
が
多
数
い
る
場
合
、思
う
よ
う
に
相
続
手
続

き
を
進
め
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
も
多
く
あ
り
ま
す
。必

要
な
際
に
は
専
門
家
の
手
も
借
り
な
が
ら
、「
未
完
了

の
相
続
手
続
き
」が
あ
れ
ば
、こ
れ
を
機
に
着
手
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。

終
活
は
完
璧
を
目
指
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。自

分
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
亡
く
な
る
の
か
、そ
の
時
の

相
続
人
は
誰
か
、あ
る
程
度
は
想
像
で
き
て
も
、実
際

ど
う
な
る
か
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
す
。

終
活
は
今
で
き
る
最
低
限
の
備
え
を
す
る
、と
い
う
意

識
で
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
な
よ
う
に
思
い
ま
す
。

気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
片
付
け
る
と
、ず
っ
と
そ

の
こ
と
が
頭
の
片
隅
で
ス
ト
レ
ス
を

与
え
て
い
た
こ
と
に
気
が
付
き

ま
す
。時
に
は
期
限
を
決
め
、先
に

済
ま
せ
て
し
ま
う
の
も
よ
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん（
と
自
分
で

言
い
な
が
ら
耳
が
痛
い

で
す…

笑
）。ス
ッ
キ
リ

軽
や
か
に
、ご
自
身
の
趣
味
や

楽
し
い
こ
と
に
没
頭
す
る

毎
日
を
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
！

伝
説
の
地
（
飯
高
地
区
公
崎
）　

百
歳
ま
で
働
く

い
ち
し
の
里 

看
護
師 

池
田
き
ぬ

千
葉
県
匝
瑳
市
に
は
、
伝
説
が
た
く
さ

ん
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
れ
を
選
ぼ
う

か
と
悩
み
ま
し
た
が
、
長
者
塚
を
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。



　

互
い
に
責
め
合
い
非
難
し
合
っ
て
暗

い
心
で
生
活
し
て
い
く
よ
り
、あ
た
た
か

な
心
を
通
わ
せ
つ
つ
、ゆ
る
し
あ
い
、励

ま
し
合
っ
て
生
き
て
ゆ
こ
う
。素
直
な
心

と
は
、寛
容
に
し
て
謙
虚
な
、融
通
無
碍

な
見
方
の
出
来
る
深
い
聡
明
さ
に
通
じ

る
心
で
あ
る
。私
は
か
ね
て
よ
り
、こ
の

素
直
な
心
に
な
り
た
い
と
思
い
、い
ろ
い

ろ
と
素
直
な
心
に
つ
い
て
考
え
て
お
り

ま
し
た
。自
分
自
身
の
参
考
と
す
る
た
め

に
も
、何
ら
か
の
参
考
書
が
で
き
な
い
も

の
か
と
考
え
、本
書「
素
直
な
心
に
な
る

た
め
に
」を
纏
め
て
み
ま
し
た
。本
書
は

私
自
身
が
素
直
な
心
を
養
っ
て
い
く
た

め
の
参
考
書
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。（
巻

頭
文
よ
り
）

　

戦
国
時
代
の
武
将
、黒
田
長
政
は『
腹

立
て
ず
』の
異
見
会
と
い
う
会
合
を
月
に

二
、三
度
ず
つ
開
催
し
て
い
た
と
い
い
ま

す
。参
加
者
は
家
老
を
は
じ
め
と
し
て
、

思
慮
が
あ
っ
て
、相
談
相
手
に
よ
い
者
、

ま
た
は
と
り
わ
け
主
君
の
た
め
を
思
う

も
の
な
ど
六
、七
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

そ
の
会
合
を
行
う
場
合
に
は
、ま
ず
長

政
か
ら
参
加
者
に
対
し
て
次
の
よ
う
な

申
し
渡
し
が
あ
り
ま
す
。「
今
夜
は
何
事

を
言
お
う
と
も
決
し
て
意
趣
に
残
し
て

は
な
ら
な
い
。他
言
も
し
て
は
な
ら
な

い
。も
ち
ろ
ん
当
座
で
腹
を
立
て
た
り
し

て
は
な
ら
な
い
。思
っ
て
い
る
こ
と
は
何

で
も
遠
慮
な
く
い
う
よ
う
に
」

　

そ
こ
で
一
座
の
者
も
、そ
れ
を
守
る
誓

い
を
立
て
た
う
え
で
、長
政
の
身
の
上
の

悪
い
点
、家
来
へ
の
仕
打
ち
、国
の
仕
置

き
で
道
理
に
合
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
点

な
ど
、な
ん
で
も
底
意
な
く
述
べ
る
わ
け

で
す
。過
失
が
あ
っ
て
出
仕
を
止
め
ら
れ

た
者
や
扶
持
を
離
れ
た
者
の
わ
び
も
い

う
。そ
の
ほ
か
何
事
に
よ
ら
ず
、通
常
の

場
合
に
は
口
に
し
に
く
い
こ
と
を
言
い

合
い
ま
し
た
。

　

そ
の
間
に
、長
政
に
少
し
で
も
怒
り
の

気
色
な
ど
の
見
え
る
と
き
に
は
、参
加
者

が
、「
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
に
ご
ざ
り

ま
す
か
。怒
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
見
え

ま
す
」と
い
う
。そ
う
す
る
と
長
政
は
、

「
い
や
い
や
、心
中
に
少
し
の
怒
り
も
な

い
」と
、顔
色
を
和
ら
げ
る
。こ
う
い
う
姿

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
異
見
会
は
非
常
に
益
の
あ
る
会

合
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。そ
し
て
長
政

は
、そ
の
遺
書
の
中
に
も「
自
分
が
し
て

き
た
よ
う
に
、今
後
も
異
見
会
を
毎
月
一

回
は
催
す
よ
う
に
せ
よ
」と
書
き
残
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

戦
国
時
代
の
武
将
と
い
え
ば
、と
か
く
戦

場
で
全
軍
に
下
知
を
飛
ば
し
、部
下
を
叱

咤
す
る
と
い
っ
た
激
し
い
姿
が
想
像
さ

れ
ま
す
し
、ま
た
城
に
あ
っ
て
も
い
わ
ゆ

る
生
殺
与
奪
の
権
を
握
っ
て
い
る
殿
様

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
わ
い
て
き
ま
す
。だ

か
ら
も
し
万
一
家
来
が
主
君
に
対
し
て

諫
言
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
れ

ば
、そ
の
家
来
は
切
腹
を
覚
悟
で
諫
言
を

し
な
け
れ
ん
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。そ

れ
だ
け
に
よ
ほ
ど
の
名
臣
な
ら
と
も
か

く
、ふ
つ
う
の
場
合
は
、な
か
な
か
諫
言
の

必
要
を
感
じ
て
も
で
き
に
く
か
っ
た
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、そ
う
い
う
こ
と
で
は
、主
君

の
耳
に
は
都
合
の
い
い
こ
と
し
か
入
っ

て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。こ
れ
で
は
国
を
誤

る
も
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。長
政
は
そ

の
こ
と
を
よ
く
わ
き
ま
え
て
、そ
れ
で
、

都
合
の
悪
い
こ
と
、耳
の
痛
い
こ
と
で
も

聞
け
る
よ
う
に
と
い
う
会
合
を
持
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

も
ち
ろ
ん
長
政
も
人
間
で
す
。だ
か
ら
自

分
の
悪
い
点
を
家
来
が
面
と
向
か
っ
て

指
摘
し
た
な
ら
ば
、腹
も
立
つ
こ
と
で

し
ょ
う
。し
か
し
そ
こ
で
腹
を
立
て
れ
ば

も
う
お
し
ま
い
で
す
。だ
か
ら
そ
の
こ
と

を
あ
ら
か
じ
め
考
え
て
、会
合
の
前
に

『
腹
を
立
て
て
は
い
け
な
い
』と
い
う

ル
ー
ル
を
お
互
い
に
誓
い
合
っ
て
万
全

を
期
し
て
い
た
わ
け
で
す
。ま
こ
と
に
行

き
届
い
た
姿
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

長
政
が
そ
う
い
う
姿
の
会
合
を
続
け

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、一
つ
に
は
自
分

に
も
至
ら
な
い
点
、気
づ
い
て
い
な
い
こ

と
、知
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
、そ
れ
は
改

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
教
え
て
も

ら
お
う
、と
い
う
よ
う
な
謙
虚
な
心
を

持
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
、国
を
誤
ら
な
い

た
め
に
、と
い
う
配
慮
も
あ
っ
た
で
し
ょ

う
が
、そ
の
前
に
、い
わ
ば
自
分
自
身
の

不
完
全
さ
を
自
覚
す
る
と
い
う
人
間
と

し
て
の
謙
虚
さ
と
い
っ
た
深
い
心
を

持
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
す
。そ
う
い
う
不
完
全
さ
の
自
覚
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、た
と
え
家
来
か
ら
の

指
摘
で
あ
っ
て
も
、そ
れ
を
天
の
声
と
し

て
受
け
止
め
る
と
い
う
謙
虚
さ
も
生
ま

れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
い
う
謙
虚
さ
は
ど
こ
か
ら
出
て

き
た
か
と
い
う
と
、そ
れ
は
や
は
り
素
直

な
心
が
働
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
出
て

き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。謙

虚
な
心
で
衆
知
に
耳
を
傾
け
る
と
い
う

こ
と
は
、何
時
の
時
代
ど
ん
な
場
合
で
も

非
常
に
大
切
な
こ
と
で
す
が
、素
直
な
心

が
働
け
ば
、そ
う
い
う
姿
が
お
の
ず
と
生

ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
素
直
な
心
に
な
れ
ば
謙
虚

さ
が
生
ま
れ
、そ
の
謙
虚
な
態
度
の
中
か

ら
衆
知
と
い
う
も
の
も
お
の
ず
か
ら
集

ま
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
す
。黒
田
家
五
二
万
石
安
泰
の
基
礎

も
、一
つ
に
は
そ
の
よ
う
に
し
て
衆
知
が

集
ま
っ
た
と
こ
と
か
ら
築
か
れ
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

誰かが亡くなると、その人
の財産を引き継ぐ、相続が
発生します。通常、財産を
受け取る相続人には家族が
含まれます。その範囲や分
け方については法律にも決
まりがあります。

相
続
財
産
を
受
け
取
る
人

素
直
な
心
に

な
る
た
め
に

松
下
幸
之
助

松下幸之助：和歌山県生まれ
1894～1989、松下電器産業
創業者、異名は「経営の神様」

　　亡くなった人が遺言書を残しているか否か
で変わります。まずは遺言書がない場合からみ
ていきましょう。遺言書がない場合は民法の規
定に沿って相続をする人が決まります。対象と
なる人は法定相続人と呼ばれ、亡くなった人の
家族構成により決まります。配偶者がいる場合、
配偶者は必ず対象になります。さらにもう一組
が配偶者と財産を分けるのが基本です。第 1順
位は子どもです。亡くなった人に子どもがいれ
ば配偶者と子どもで財産を分けます。子どもが
いない場合は、配偶者と第 2順位の親で相続し
ます。親がいない場合は配偶者と第 3順位の兄
弟姉妹で財産を分けます。

　　子どもが亡くなっていた場合は、孫が代わ
りに相続人となります。これを代襲相続といい
ます。兄弟姉妹が亡くなっていた場合はおい・
めいが代襲相続をします。第 3順位までで配
偶者だけ、兄弟だけといった場合はその対象者
のみで相続します。

　　遺言書がない場合は相続人全員で相談をし
て決めます。この話し合いを遺産分割協議とい
い、誰がどの財産を引き継ぐかを記した書類を
作り、全員で署名・押印をします。相続人全員
が納得すれば、財産の分け方は自由です。

　　相続人の組み合わせにより決まった割合です。例えば相続人が配偶者と子どもの場合は 2
分の 1を配偶者が受け取り、残りを子どもの人数で割ります。子どもが 2人なら 4分の 1ずつ
です。配偶者と親の場合は配偶者が 3分の 2、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者は 4分の 3で、
残りをそれぞれ親や兄弟姉妹が分けます。遺産分割協議でも法定相続割合が目安になりやすい
といわれています。

　　正しい様式の遺言書があればその
内容が尊重されます。誰に、どの財産
を、どれだけ渡すかは基本的に故人の
意向が反映されます。世話になった人
や公的な団体に渡すといったことも可
能です。ただし、兄弟姉妹を除く法定
相続人には一定割合を相続する権利が
あり、遺留分と呼ばれます。

法定相続
人の順位

必ず相続

配偶者

子 孫

第 1順位
直系卑属

兄弟姉妹

兄弟姉妹

第 2順位
直系尊属

（子がいない場合）

父

母

第 3順位
兄弟姉妹

被相続人
（死亡）

子が死亡でいない場合

おい・めい

財産を相続できるのは、どんな人ですか 相続人が先に亡くなっていた場合は

財産はどのように分けるのですか

法定相続割合とは

遺言書がある場合はどうなりますか 相続人のケース

 配偶者のみ

 配偶者と子

 配偶者と親

 配偶者と
 兄弟姉妹

 子のみ

 親のみ

 兄弟姉妹のみ

配偶者
（必ず相続）

１

1/2

2/3

3/4

—

—

—

第1順位
：子

—

1/2

—

—

1

—

—

第2順位
：親

—

—

1/3

—

—

1

—

第3順位
：兄弟姉妹

—

—

—

1/4

—

—

1

＜法定相続の割合＞

兄
弟
姉
妹
が
死
亡

で
い
な
い
場
合

離婚した元配偶
者や内縁に、
相続権はない

元配偶者の子、 養子縁組を
した子も含む。 婚外子も認
知していれば相続権あり

（

（

子と両親が
いない場合

（

（

耳
を
傾
け
る

素
直
な
心
と
い
う
も
の
は
、

誰
に
対
し
て
も
何
事
に

対
し
て
も
、謙
虚
に
耳
を

傾
け
る
心
で
あ
る



軽
度
認
知
症
の
半
数
は

正
常
に
戻
れ
る

私
た
ち
は
こ
う
し
て

﹁
認
知
症
﹂の
淵
か
ら
甦
っ
た
！

　

一
度
な
っ
た
ら
二
度
と
基
に
状
態
に

は
戻
れ
な
い
。そ
れ
が
認
知
症
の
厳
し

い
現
実
だ
。だ
が
、最
新
の
研
究
に
よ
れ

ば
、グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
時
期
な
ら
戻
れ

る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。戻
れ
た
人

は
何
を
し
た
の
か
。甦
っ
た
人
々
が
明

か
し
た
、驚
く
べ
き
体
験
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
認
知
症
専
門
の
医
師
た
ち
が
復
活
の

た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
る
。

　

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
が
二

〇
一
一
年
に
、大
阪
市
に
住
む
六
五
歳

以
上
の
認
知
症
に
な
っ
て
い
な
い
四
二

〇
〇
人
に
調
査
し
た
結
果
が
あ
る
。十

八
％
が
Ｍ
Ｃ
Ｉ（
軽
度
認
知
障
害
）と
判

断
さ
れ
た
が
、四
年
間
追
跡
調
査
し
て

四
六
％
が
正
常
に
戻
れ
た
。逆
に
十

四
％
は
そ
の
ま
ま
認
知
症
に
進
行
し
、

残
り
の
四
〇
％
は
Ｍ
Ｃ
Ｉ
の
ま
ま
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
。

一
体
ど
う
す
れ
ば
戻
れ
る
の
か
？

大
き
く
言
え
ば
二
つ
で
す
。ま
ず
は
運

動
習
慣
、特
に
有
酸
素
運
動
を
行
う
こ

と
。も
う
一
つ
は
、強
い
知
的
好
奇
心
を

持
っ
て
、積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
で
す
。た
だ
慣
れ

て
い
る
こ
と
、よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と

を
繰
り
返
し
学
ん
で
も
意
味
が
あ
り
ま

せ
ん
。あ
く
ま
で
未
知
の
分
野
に
興
味

を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

北口
千葉駅

バス乗り場

●
コ
ン
ビ
ニ
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塾
●
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●
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４F愛の会

細川ビル
〒260-0045 千葉市中央区弁天1-15-1細川ビル4階一般社団法人

043-287-1975043-287-1975

おひとり様でも不安なく笑顔で暮らせるお手伝いをしたい。愛の会はそんな思いから生まれました。

「身元保証」「生活支援」「金銭預託管理支援」「公正証書遺言作成」
「成年後見人支援」「葬送支援」「死後事務支援」「遺品整理」

https://meguminokai.or.jp/愛の　会
めぐみ

※１ 本山式筋トレ：筋肉の動きを意識しながら行う筋肉トレーニング。いくつもの方法がある
。例えば、やや浅めに椅子に座り、左右どちらかの脚を床と並行になるように伸ばす。そこか
らさらに足を10㎝程上げて、そのまま10秒間維持するといったことから始める。感覚神経の取
り戻しにつながる。
※２ コグニサイズ：ウオーキングなどの有酸素運動は脳の血流を増やすだけではなく、脳の成
長に不可欠な脳由来神経栄養因子が分泌され、予防に有効となる。有酸素運動と足し算、引き
算等をしながら体と脳を同時に使うトレーニング。

デイサービスに参加したくないと感じておられる
方もおられるでしょう。どうしたらいいんだとい
うことになりますが、深刻に考えないようにして
ください。認知症診断の長谷川式スケールで有名
な精神科医の長谷川和夫さんは、自ら認知症にな
り、デイサービスを利用しようと
されました。しかし、1日で
「やめた」となったようです。
それも選択のひとつですね。

答えはこの号の
どこかにあるよ！
探してみてね!!

に入る漢字は何？
胸

金

前登

漢字クイズ

◆ 野菜を切っている時、鍋を焦がしてし
まった。焦げのにおいにも気が付かない。
◆ いろんなことが思い出せなくなり、メモ
を書くようにしたが、メモの存在も忘れて
しまうようになった。
◆ 自分の誕生日がわからなくなった。
◆ 会話の時、言葉も出なくなった。
◆ 質問されても答えているうちに質問を忘
れて、どこまで話したかもわからなくなった。
◆ 蛇口の下に手を入れるタイプと水道栓を
ひねるタイプがあるが、どちらのタイプか
識別できず、ずっと手を差し出したままと
なったこともある。
◆ 認知機能診断テストは 25点（30点満点）
だった。

◆ デイケアに通い、前向きな気持ちになっ
た。億劫だった人付き合いもだんだん楽し
くなってきた。
◆ 本山式筋トレ（※１）をやると脳の細胞
が新たに芽生える感じがした。戻ってこら
れたと実感している。
◆ 同じ環境の仲間と話したり、時には競争
したり、悩みを話したりというコミュニ
ケーションを積極的に取っている。今は外に
出て人と話すことが生きがいとなっている。
◆ 毎回 2 時間、月 2回で全８回
がワンクールの教室です。
座学の後、認知と運動を
合わせたコグニサイズ（※2）
と呼ばれる運動に
取り組んでいる。

80歳女性

◆ 認知力アップデイケア
（運動、体操教室、音楽療法、絵画療法、回想
法、頭トレーニング）に週 2 回参加。
◆ 一番効果を実感したのが筋力トレーニン
グ（足上げ、スクワット、筋トレ）です。
◆ ２，3 か月で筋肉の痛みを感じるようにな
り、感覚神経がつながったという素晴らしい
感覚を感じる回復だった。
◆ 半年に一度の認知機能診断テストを実施
し、現在は 30 点満点をキープしている。
◆ デイケアに通い始めて 1 年ぐらい経って、
献立を考え、何を買うかを決めて、買い物を
して、自分で料理ができるようになった。

◆ 5 年前にご主人が他界。悲しくていつ
死んでもいいと思うようになり、家に閉
じこもって泣いてばかりしていた。
◆ 何度も同じことを繰り返したり、何年
も前のことをさっき起こったことのよう
に話し始めたりした。
◆ お金の使い方も変わり、貴金属や高級
化粧品を際限なく買うようになってし
まった。
◆ クリニックでは、記憶力が同世代の半
分程度しかないと言われた。やがて認知
症になりますよとも忠告された。

74歳女性

◆ 奥様から、「あなた、あの話、忘れちゃった
の？」と指摘されるのが多くなった。その話自体
を思い出せないことが多く、まるまる忘れてい
ることもあった。
◆ 自分では年相応だと思っていたが、受け答え
にもちょっと心もとないことがあった。
◆ 手先を使う伝統工芸の職人だったため、普段
の仕事で支障をきたすことはなく、その分自分
では症状に気づきにくかった。
◆ 一人で黙々とやる仕事ゆえ、コミュニケー
ションの機会が少なく、自分から積極的に話す
タイプではなかった。

◆ 認知症予防教室に参加。
◆ 放っておけばどんどん認知機能が落
ちることも理解したので、一生懸命プロ
グラムに参加した。
◆ 一番役立ったと思うことは、会話をす
るようになったこと。話をすることで頭
がはっきりしてきた。
◆ 本当に明るくなり、
教室ではムード
メーカーです。

67歳男性

戻れる人とは…戻れない人とは… 戻れる人とは…

プログラムの輪に
自分から入ろうと努力する人

楽しんで積極的に取り組む人

戻れない人とは…

他人と話をせず、引っ込み思案の人

全部自分で抱え込んでしまう人

周囲と壁を作ってしまう人

プログラムを馬鹿にする人

家の中に閉じこもってしまう人

恥ずかしいとか世間体が悪いなどいう人

直前の症状
改善のための取り組みと成果

直前の症状
改善のための取り組みと成果

直前の症状
改善のための取り組みと成果


