
残
念
な
シ
ニ
ア
に
な
ら
な
い
た
め
に

終
活
特
集

素
敵
に
歳
を
重
ね
る
た
め
に

シニアのための情報誌

創刊号

遺
産
相
続
の
知
識
か
ら
遺
言
書
ま
で
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自
分
の
取
り
扱
い
説
明
書
を
書
く



素
敵
に
歳
を
重
ね
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？

で
き
る
な
ら

愛
さ
れ
る

お
じ
い
ち
ゃ
ん

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に

な
り
た
い

「
あ
の
人
、
素
敵
だ
よ
ね
・
・
・
」

そ
ん
な
風
に
言
わ
れ
た
い
と
は
思
っ
て
た
け
ど
、

今
の
自
分
っ
て
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
？

「
素
敵
だ
ね
」
っ
て
み
ん
な
が
言
う
の
は
、

い
っ
た
い
そ
の
人
の
「
ど
こ
が
素
敵
」
な
ん
だ
ろ
う
。

き
っ
と
、
そ
の
人
の
「
外
見
」
や
「
言
葉
遣
い
」

そ
し
て
「
笑
顔
」
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
。

一
緒
に
居
る
だ
け
で
安
心
さ
せ
て
も
ら
え
て
、

あ
と
で
思
い
出
し
て
も
、
や
っ
ぱ
り
素
敵
な
人
。

私
も
「
ま
た
会
っ
て
お
話
し
た
い
な
あ
・
・
・
」

と
思
っ
て
も
ら
え
る
人
に
な
り
た
い
と
本
気
で
思
う
。

せ
っ
か
く
こ
の
歳
ま
で
頑
張
っ
て
き
た
ん
だ
も
の
。

人
生
の
仕
上
げ
は

沢
山
の
人
に
愛
さ
れ
る

笑
顔
が
素
敵
な
シ
ニ
ア
に
な
り
た
い
。
　



　
６
５
才
は
人
生
の
大
き
な
区
切
り
で
す
。

年
金
の
支
給
が
始
ま
る
年
齢
で
あ
り
、同
時

に
前
期
高
齢
者
と
い
う
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
、

ぶ
ら
下
が
る
よ
う
に
し
て
働
い
て
い
た
職
場

を
後
に
す
る
年
齢
な
の
で
す
。

た
だ
し
、生
活
に
必
要
な
年
金
を
貰
え
て
も

十
分
な
額
で
は
な
い
場
合
が
多
く
、老
後
の

生
活
プ
ラ
ン
を
立
て
る
た
め
に
は
、お
金
を
な

る
べ
く
か
け
な
い
と
い
う
前
提
の
上
で
、出
来

る
だ
け
有
意
義
で
楽
し
め
る
も
の
に
し
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
は
今
ま
で
の
生
活
様
式
や

常
識
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

マ
ス
ク
は
今
や
必
須
ア
イ
テ
ム
に
な
り
、コ

ロ
ナ
禍
が
落
ち
着
い
て
も
、今
後
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
と
同
様
に
、私
た
ち
の
生
活
の
中
で
共

存
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
そ
ん
な
中
に
お
い
て
は
、旅
行
に
行
く
こ

と
が
今
ま
で
以
上
に
ワ
ク
ワ
ク
す
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
し
、こ
れ
ま
で
普
通
に
で
き
て

い
た
こ
と
が
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
出
来
な
く

な
る
と
、そ
こ
に
価
値
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

　

自
分
の
体
を
自
由
に
使
え
る
年
齢
は
８

０
歳
く
ら
い
ま
で
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

７
０
歳
か
ら
８
０
歳
ま
で
の
１
０
年
間
は

免
疫
力
の
低
下
で
襲
っ
て
く
る
病
魔
と
の
戦

い
に
な
り
ま
す
が
、寿
命
が
延
び
た
現
代
で

は
運
が
良
け
れ
ば
９
０
歳
ま
で
生
き
延
び

る
確
率
も
高
い
わ
け
で
す
か
ら
、元
気
で
い

る
う
ち
に
ワ
ク
ワ
ク
す
る
事
を
ど
ん
ど
ん

味
わ
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

●
第
二
の
人
生
を
発
見
し
楽
し
む
方
法

●
ワ
ク
ワ
ク
す
る
新
し
い
体
験
を

仕
事
か
ら
離
れ
る
年
齢
に
な
る
と
、昼
間
の
時
間

の
使
い
方
に
困
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

ア
ル
バ
イ
ト
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
仕
事
で
も
す
れ

ば
多
少
は
時
間
が
埋
ま
り
ま
す
が
、老
後
を
ワ
ク

ワ
ク
さ
せ
る
時
間
の
使
い
方
に
は
成
り
え
ず
、も

し
な
る
と
す
る
な
ら
ば
、そ
の
仕
事
が
今
ま
で
経

験
し
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
面
白
い
こ
と
だ
っ
た

場
合
に
限
ら
れ
ま
す
。た
だ
し
、生
活
費
を
稼
ぐ

と
い
う
た
め
だ
け
が
目
的
で
あ
る
仕
事
で
あ
れ
ば
、

恐
ら
く
ワ
ク
ワ
ク
感
と
い
う
も
の
は
生
ま
れ
る
こ

と
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。

　

第
二
の
人
生
を
楽
し
む
に
は
、自
分
が
興
味
を

持
っ
た
こ
と
を
や
っ
て
み
る
こ
と
に
尽
き
ま
す
。

し
か
し
誰
も
が
や
っ
て
い
る
こ
と
を
真
似
る
必
要

は
な
く
、社
会
通
念
で
ゴ
ル
フ
を
習
う
よ
う
な
行

動
や
、年
寄
り
が
皆
や
っ
て
い
る
か
ら
と
、ゲ
ー
ト

ボ
ー
ル
を
始
め
る
と
い
う
よ
う
な
人
真
似
で
は
な

く
、全
て
自
分
の
興
味
か
ら
行
動
を
起
こ
す
こ
と

か
ら
新
し
い
発
見
が
あ
り
、人
生
を
本
当
に
楽
し

む
こ
と
が
で
き
る
筈
で
す
。

そ
し
て
８
０
歳
以
降
の
生
活
も
考
え
、健
康
寿
命
を
延
ば
す

運
動
習
慣
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
も
大
変
重
要
な
こ
と

で
す
。い
く
ら
長
生
き
を
し
て
も
身
体
が
い
う
こ
と
を
聞
い
て

く
れ
な
か
っ
た
り
、自
分
自
身
で
や
り
た
い
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
の
で
は
、な
ん
の
意
味
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

介
護
が
必
要
な
状
態
に
成
ら
な
い
た
め
に
は
、出
来
る
だ

け
長
く
健
康
な
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
体
を
鍛
え
る
必
要

が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
ま
し
ょ
う
。

特
に
健
康
な
身
体
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、上
半
身
と
下
半

身
の
筋
肉
は
使
わ
な
い
と
ド
ン
ド
ン
減
っ
て
い
く
の
で
、若
い
頃

の
よ
う
に
ジ
ム
で
鍛
え
る
と
い
う
よ
う
な
本
格
的
な
も
の
で
は

な
く
、自
宅
で
で
き
る
簡
単
ス
ト
レ
ッ
チ
や
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
な
ど

を
定
期
的
に
行
い
、筋
力
の
低
下
を
防
ぐ
こ
と
に
努
め
る
こ

と
が
何
よ
り
大
切
な
こ
と
と
言
え
ま
す
。

毎
日
を
ワ
ク
ワ
ク
し
た
気
持
ち
で
過
ご
す
た
め
に

●
元
気
だ
か
ら
こ
そ
毎
日
が
楽
し
く
な
る

これからの生活を、有意義に楽しみましょう♪



終活特集

「
自
分
に
つ
い
て
の

　
　
取
扱
い
説
明
書
を
作
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
」

その１
あ
な
た
に
「
も
し
も
」
の
こ
と
が
あ
っ
た
時
、
家
族
は
対
応
で
き
ま
す
か
？

自
分
の
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
伝
え
て
お
け
ば
、
家
族
も
自
分
も
安
心
で
す

ココロ のこと
☆家族や親しい人たちへの感謝や想いを
　元気なうちに伝えておきましょう

自分自身のこと

自
分
に
も
し
も
と
い
う
こ
と
が

起
こ
っ
た
時
、と
い
う
観
点
で
終

活
と
い
う
も
の
を
捉
え
て
て
し
ま

う
と
、何
と
な
く
心
が
塞
い
で
し

ま
い
が
ち
で
す
が
、そ
う
で
は
な

く
て
、こ
れ
ま
で
お
世
話
に
な
っ

た
友
人
知
人
な
ど
を
思
い
起
こ

し
な
が
ら
、今「
あ
り
が
と
う
」と

感
謝
を
伝
え
た
い
人
を
書
き
出

し
て
見
る
こ
と
で
、今
ま
で
生
き

て
き
た
人
生
を
振
り
返
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
そ
の
人
た
ち
の
名
前
や
連
絡

先
な
ど
を
改
め
て
整
理
す
る
こ

と
で
、も
う
一
度
会
っ
て
み
た
い

と
い
う
き
っ
か
け
づ
く
り
に
も
な

り
、何
か
や
り
残
し
て
い
た
心
残

り
も
、次
第
に
減
っ
て
い
く
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。家
族
に
対
し
て

も
、普
段
面
と
向
か
っ
て
伝
え
ら

れ
な
い「
あ
り
が
と
う
」と
い
う
感

謝
の
気
持
ち
も
、手
紙
な
ら
照
れ

な
い
で
書
く
こ
と
が
で
き
る
筈
。

　
　
　
い
つ
か
あ
な
た
が
書
き

　
　
　
残
し
た
言
葉
を
読
ん
だ

　
　
　
家
族
の
心
に
、き
っ
と
計

　
　
　
知
れ
な
い
程
の
喜
び
を

　
　
　
も
た
ら
す
に
違
い
あ
り

　
　
　
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
あ
な
た
の
家
族
は
、あ
な
た
が
期
待

　
　
　
　
し
て
い
る
よ
り
も
、実
は
あ
な
た
の
こ

　
　
　
　
と
を
知
ら
な
い
の
で
す
。

　
　
　
　
あ
な
た
が
ご
自
分
の
両
親
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の

　
　
　
　
だ
ろ
う
か
と
、逆
に
考
え
て
見
れ
ば

　
　
　
　
何
と
な
く
納
得
で
き
る
は
ず
で
す
。

　
そ
こ
で
、エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
と
い
う
も
の
を

使
っ
て
、あ
な
た
の
説
明
書
を
作
っ
て
お
く
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
に
は
様
々
な
書
き
方
や

項
目
が
あ
り
、い
っ
た
い
何
か
ら
書
き
始
め
れ
ば

良
い
の
か
と
迷
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま

す
が
、ま
ず
は
あ
な
た
自
身
の
生
い
立
ち
や
、簡
単

な
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
書
き
記
し
て
お
く
こ
と
か
ら

始
め
て
み
ま
し
ょ
う
。何
故
、家
族
に
そ
ん
な
こ

と
を
書
く
の
か
？
と
い
う
疑
問
を
感
じ
る
こ
と

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、家
族
に
自
分
の
こ

と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
だ
け
で
は
な
く
、今
後

あ
な
た
に
関
わ
る
方
た
ち
に
と
っ
て
も
大
変
役
立

つ
も
の
に
な
る
か
ら
で
す
。

☆あなた自身のことを家族に知ってもらうことは、
　とても大切なことです

例
え
ば
、あ
な
た
が
も
し
も
病
院
や
施
設
な
ど
に

入
所
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、そ
こ
で
必

要
な
こ
と
や
、良
い
人
間
関
係
が
築
け
る
よ
う
、

あ
な
た
の
好
き
な
食
べ
物
・
飲
み
物
、音
楽
・お
花

な
ど
の
趣
味
や
嗜
好
品
、も
っ
と
言
え
ば
、好
き

な
本
や
映
画
、そ
し
て
俳
優
や
タ
レ
ン
ト・
歌
手
な

ど
、様
々
な
こ
と
を
書
け
ば
書
く
ほ
ど
、あ
な
た

に
接
す
る
人
た
ち
に
と
っ
て
有
意
義
な
情
報
と
な

な
り
ま
す
の
で
、思
い
つ
く
限
り
ど
ん
ど
ん
書
い
て

お
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
ま
た
、病
院
や
施
設
な
ど
に
入
所
し
た
時
に
連

絡
し
て
欲
し
い
人
、更
に
は
も
し
も
の
こ
と
が
あ

っ
た
時
に
伝
え
て
欲
し
い
人
な
ど
、そ
れ
ぞ
れ
に
異

な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、家
族
が
分
か
る
よ
う

に
整
理
し
て
書
い
て
お
く
こ
と
も
大
切
で
す
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、あ
な
た
自
身
の
こ
と
を
家

族
に
伝
え
る
目
的
を
持
っ
て
ノ
ー
ト
に
書
き
始

め
る
と
い
う
こ
と
は
、自
分
の
半
生
を
振
り
返
る

き
っ
か
け
と
も
な
り
ま
す
の
で
、人
生
の
棚
卸
し

と
も
言
え
る
自
分
自
身
の
記
憶
の
整
理
も
し
な

が
ら
、楽
し
く
説
明
書
を
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。



身体のこと
自
分
の
持
病
や
普
段
か
ら
飲
ん
で
い

る
お
薬
な
ど
を
伝
え
て
お
く
こ
と
で
、

緊
急
時
に
家
族
の
助
け
に
な
り
ま
す

た
と
え
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
も
、

家
族
が
あ
な
た
の
身
体
や
健
康
の
こ
と
を
把
握
し

て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
し
て
離
れ
て
生
活
し
て
い
れ
ば
、普
段
ど
ん
な
生

活
を
送
っ
て
い
る
の
か
は
伝
え
な
け
れ
ば
分
か
る
筈

も
な
い
の
で
す
。

自
分
が
急
に
倒
れ
て
し
ま
っ
た
時
に
、医
師
や
救
急

隊
員
に
対
し
て
家
族
が
的
確
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う

に
、持
病
や
普
段
か
ら
飲
ん
で
い
る
お
薬
な
ど
を
教

え
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、と
っ
さ
の
時
に
家
族
の

助
け
に
な
る
ん
で
す
。

　
普
段
の
会
話
の
中
で
そ
れ
と
な
く
伝
え
て
お
い

た
り
、ノ
ー
ト
に
記
載
し
て
お
き
、緊
急
の
時
に
家

族
が
す
ぐ
に
持
ち
出
せ
る
よ
う
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、必
要
に
な
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
も

の
の
、終
末
医
療
に
つ
い
て
、特
に
延
命
措
置
に
つ
い

て
は
、そ
れ
を
望
む
か
否
か
に
つ
い
て
は
、家
族
の
た

め
に
も
自
分
の
意
思
表
示
を
し
て
お
く
こ
と
も
重

要
な
こ
と
で
す
。

医療のこと 医療の中でも終末医療
特に「延命治療」については、必ず書いておきましょう

医
療
の
進
歩
に
よ
り
、死
期
を
あ

る
程
度
引
き
延
ば
す
こ
と
が
で
き

る
時
代
に
な
り
ま
し
た
が
、そ
れ

を「
延
命
治
療
」と
言
い
ま
す
。　

　
そ
の
延
命
治
療
が
自
分
に
必

要
と
な
っ
た
時
、そ
れ
を
家
族
の

判
断
に
任
せ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
も
ち
ろ
ん
あ
な
た
の
自
由
で

す
が
、ま
だ
元
気
で
い
る
う
ち
に

家
族
と
の
会
話
の
中
で
気
持
ち

を
話
し
合
っ
た
り
、ノ
ー
ト
に
書

き
記
し
て
お
く
こ
と
で
、い
ざ
と

い
う
時
に
家
族
の
心
の
負
担
を
減

ら
す
こ
と
に
繋
が
り
ま
す
か
ら
、

出
来
る
限
り
延
命
治
療
を
ど
う

し
て
欲
し
い
の
か
を
伝
え
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

死
期
が
迫
っ
た
終
末
期
の
治
療
を
行
う
時
、医
療
機

関
は
こ
れ
ま
で
患
者
本
人
の
意
思
や
希
望
は
あ
ま
り

確
認
せ
ず
、医
療
技
術
を
駆
使
し
て
延
命
を
し
て
き

ま
し
た
。患
者
も
家
族
も
医
師
に
そ
の
判
断
を
任
せ

て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
も
言
え
ま
す
。

　
し
か
し
近
年
、最
期
の
時
期
に
医
学
的
介
入
を
あ

ま
り
し
な
い
方
が
、本
人
は
楽
に
過
ご
せ
る
場
合
も
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
例
え
ば
、生
命
の
最
終
段
階
に
な
る
と
、体
が
食
べ

物
を
受
け
付
け
ず
、人
は
自
然
と
食
べ
な
く
な
る
と
い

い
ま
す
。し
か
し
、家
族
と
し
て
は
何
か
栄
養
を
与
え

る
延
命
治
療
を
行
っ
て
も
ら
い
た
く
な
り
ま
す
が
、そ

れ
が
か
え
っ
て
本
人
に
苦
し
い
思
い
を
さ
せ
て
い
る
場

合
も
あ
る
た
め
、終
末
期
に
お
い
て
は
治
療
し
な
い
方

が
穏
や
か
な
最
期
に
つ
な
が
る
と
し
て
、延
命
治
療
を

希
望
し
な
い
人
も
増
え
て
き
た
の
で
す
。

　
そ
し
て
同
時
に
、延
命
治
療
に
つ
い
て
は
家
族
や
医

師
で
は
な
く
、患
者
本
人
が
決
め
る
も
の
で
は
な
い
か

と
い
う
考
え
方
も
広
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

　
そ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、高
齢
者
が
病
院
に
入
院

し
た
時
や
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居
の
際
、「
延
命
治
療
に

関
す
る
意
思
確
認
書
」や「
終
末
期
医
療
の
事
前
指

示
書
」と
い
う
よ
う
な
書
類
へ
の
記
入
を
求
め
ら
れ
る

こ
と
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。ま
た
、入
院
や
介
護
施

設
に
入
居
の
際
だ
け
で
な
く
、在
宅
で
元
気
な
う
ち
に

事
前
指
示
書
を
つ
く
る
高
齢
者
も
増
え
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
書
類
は
、本
人
が
意
思
表
示
で
き
な
く

な
っ
た
場
合
に
、ど
の
よ
う
な
延
命
治
療
を
受
け
る

か
ど
う
か
を
、あ
ら
か
じ
め
記
入
し
て
お
く
も
の
で

「
生
前
の
意
思
」を
意
味
す
る「
リ
ビ
ン
グ・ウ
ィ
ル
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
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「
自
分
が
残
す
資
産
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
」

その2
銀
行
口
座
や
保
険
、
借
入
金
な
ど
、
相
続
を
意
識
し
て
整
理
す
る

あ
な
た
が
亡
く
な
っ
た
後
で
、
家
族
が
相
続
で
困
ら
な
い
よ
う
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う

資産とは？

遺産相続のこと

☆資産には様々なものがありますが、
　自分しか把握していないものは
　家族に伝えておく必要があります

あ
な
た
が
持
っ
て
い
る「
資
産
」に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ

る
の
か
？
　
そ
れ
を
簡
単
に
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
資
産
と
言
っ
て
ま
ず
思
い
つ
く
の
が
、土
地
や
建
物
と

い
っ
た「
不
動
産
」と
、銀
行
や
郵
便
局
な
ど
の「
預
金
」。

そ
し
て
株
や
国
債
な
ど
の「
有
価
証
券
類
」、そ
し
て
生
命

保
険
な
ど
の「
保
険
類
」を
思
い
つ
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
他
の
資
産
に
は「
現
金
」（
こ
れ
は
タ
ン
ス
預
金
と

呼
ば
れ
る
、家
の
中
に
あ
る
現
金
を
指
し
ま
す
）や
、車
・

電
化
製
品
・
家
具
な
ど
の「
動
産
」と
呼
ば
れ
る
も
の
。

　
そ
し
て
時
計
・
指
輪
・
宝
石
な
ど
の「
貴
金
属
」の
類
が

あ
り
、骨
董
品
や
美
術
品
な
ど
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
場

合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　

☆遺産にはプラスの財産と、
　マイナスの財産があることを
　忘れないようにしましょう

以
上
の
よ
う
に
簡
単
に
分
け
る
と
、

「
不
動
産
」「
有
価
証
券
」「
保
険
」

「
現
金
」「
動
産
」「
貴
金
属
類
」の
六

つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

ま
ず
は
、自
分
が
残
す
資
産
が
、現

在
何
処
に
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
か
を
明

確
に
し
て
お
く
こ
と
が
、残
さ
れ
た

家
族
を
困
ら
せ
な
い
た
め
の
、最
初

の
一
歩
と
な
り
ま
す
の
で
、ひ
と
つ
ず

つ
確
認
し
な
が
ら
整
理
し
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
。

　
上
記
の
よ
う
な
資
産
を
残
し
て
亡
く
な
っ

た
場
合
に
、こ
れ
を「
遺
産
」と
呼
び
、残
さ
れ

た「
法
定
相
続
人
」と
呼
ば
れ
る
家
族
や
親
族

な
ど
が
相
続
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
相
続
が
始
ま
る
と
、「
誰
が
」「
何
を
」「
ど
れ

だ
け
」相
続
す
る
の
か
？
と
い
う
三
段
階
で
相

続
が
進
行
し
ま
す
。

　
ま
た
、相
続
と
い
う
も
の
は
正
の
財
産（
プ

ラ
ス
）も
、負
の
財
産（
マ
イ
ナ
ス
）も
同
時
に
受

け
継
ぐ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
た
め
、プ
ラ
ス
の

財
産
は
受
け
取
る
が
、借
金
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス

は
相
続
し
な
い
と
い
う
訳
に
は
行
き
ま
せ
ん
。

　
そ
の
た
め
、相
続
を
考
え
る
場
合
に
は
、あ
ら

か
じ
め
負
債
の
方
が
多
い
こ
と
が
に
わ
か
っ
て
い

る
場
合
に
は
、遺
族
に
相
続
を
し
な
い
方
法
を

と
る
こ
と
を
伝
え
て
お
く
こ
と
も
必
要
で
す
。

　
だ
か
ら
こ
そ
生
前
に
自
分
の
資
産
と
負
債

を
き
ち
ん
と
把
握
し
、財
産
目
録
な
ど
を
作
成

し
て
お
く
こ
と
も
重
要
な
こ
と
な
の
で
す
。

　
ま
た
、遺
産
相
続
に
お
け
る
法
定
相
続
人

に
は
、相
続
に
お
け
る「
順
位
と
比
率
」と
い
う

も
の
が
あ
り
、次
ペ
ー
ジ
に
て
解
説
し
ま
す
の

で
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。



遺留分のこと

☆資産には様々なものがありますが、
　自分しか把握していないものがあれば、
　家族に伝えておきましょう

☆遺留分は法廷相続分の２分の１
☆第３順位の兄弟姉妹には遺留分請求の権利はない

　
「
相
続
の
順
位
と
比
率
」と
い
う
も
の
を
、上
記
の

図
を
使
い
、妻
と
子
供
二
人
の
家
庭
を
モ
デ
ル
と
し
、

中
央
の「
夫
」が
亡
く
な
っ
た
と
仮
定
し
て
解
説
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
お
父
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、相
続
順
位
が
一
位

と
な
る「
妻
と
子
供
二
人
」が「
法
定
相
続
人
」と
な
り
、

相
続
の
比
率
は「
妻
が
２
分
の
１・
子
供
た
ち
が
残
り

の
２
分
の
１
」を
分
け
合
い
ま
す
。（
子
供
の
数
は
問
わ

ず
、全
員
で
均
等
配
分
）

　

次
に
、夫
婦
に
子
供
が
居
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て

は
相
続
順
位
二
位
と
し
て
の
、「
妻
と
夫
の
両
親
」で

分
け
合
い
ま
す
が
、こ
の
場
合
の
相
続
の
比
率
は「
妻

が
３
分
の
２・
夫
の
両
親
が
３
分
の
１
と
な
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、夫
の
両
親
が
す
で
に
亡
く
な
っ
て
居
た
場

合
に
は
、相
続
順
位
三
位
と
し
て「
妻
と
夫
の
兄
弟
」

へ
と
相
続
権
が
移
り
、そ
の
場
合
の
相
続
の
比
率
は

「
妻
が
４
分
の
３
・
夫
の
兄
弟
が
４
分
の
１
と
な
り
ま
す
。

　
い
ず
れ
の
場
合
に
も「
妻
」は
必
ず
相
続
の
権
利
が

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、夫
婦
の
い
ず
れ
か
が
亡
く
な
っ
た
場
合
に
は

「
一
次
相
続
」と
呼
び
、残
っ
た
い
ず
れ
か
が
亡
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
時
に「
二
次
相
続
」と
呼
び
ま
す
。

　

相
続
に
は
ト
ラ
ブ
ル
が
つ
き
も
の
で
す
が
、そ
の
多

く
は
二
次
相
続
の
時
に
起
こ
り
や
す
く
、一
次
相
続
に

お
い
て
は
子
供
た
ち
も
一
人
に
な
っ
た
親
の
生
活
が
大

事
で
あ
る
と
の
気
持
ち
か
ら
、遺
産
相
続
に
つ
い
て
は
、

残
っ
た
親
の
こ
と
を
考
え
る
も
の
の
、両
親
と
も
亡

く
な
っ
た
場
合
の
二
次
相
続
に
お
い
て
は
、子
供
た
ち

の
伴
侶
な
ど
が
口
を
出
し
て
き
た
り
す
る
こ
と
も
あ

り
、「
相
続
」か
ら「
争
続
」へ
と
発
展
し
て
し
ま
う
場

合
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、も
し
も
の
こ

と
が
あ
っ
た
場
合
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

順位と比率
相続における

夫妻

◉法定相続人である人が、遺言書によって相続の権利を奪われた場合には、「遺留分減殺請求」を行うこと
によって、本来得られる筈の法定相続分の２分の一の権利を確保できる制度です。
ただし、亡くなった方の相続順位三位である兄弟姉妹の場合は遺留分減殺請求の権利はありません。
<実際に起こったトラブル>
子供が居ないご夫婦で、亡くなったご主人が遺言書を書かなかったため、法定相続人に繰り上がったご主人の
ご兄弟との遺産の取り分で揉めることなり、仕方なく家を売却して兄弟に支払うことになった奥様が居ます。
◉子供さんの居ないご夫婦の場合は、必ず「全財産を妻に（夫）に相続させる」との遺言書を作成して下さい。
上記のようなトラブルは遺言書を書いておけば兄弟には遺留分の権利がないため、確実に伴侶が全て相続できます。
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遺
産
の
相
続
を
放
棄
す
る
と
い
う
選
択
も
あ
る

プ
ラ
ス
よ
り
マ
イ
ナ
ス
の
負
債
が
多
い
場
合
は
、
相
続
を
放
棄
す
る

相続放棄について
☆相続が始まった時点で、どう考えても
　このままでは借金を抱えてしまうという
　場合には「相続放棄」をしましょう

お母さん想いの
心優しい兄妹が失敗した
相続放棄の実例です

相続放棄
まちがった

☆親孝行のつもりでの相続放棄が、
　　とんでもない結果になってしまった！！

　
家
族
の
誰
か
が
亡
く
な
り
、い
よ
い
よ
相
続
の
手
続

き
を
始
め
る
う
ち
に
、家
や
預
金
な
ど
の
財
産
よ
り
も

借
金
や
ロ
ー
ン
な
ど
の
負
債
の
方
が
大
き
い
こ
と
が
判

明
し
た
場
合
に
は「
相
続
の
放
棄
」と
い
う
手
段
を
選

択
す
る
こ
と
が
懸
命
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、相
続
の
放
棄
は
相
続
が
開
始
さ
れ
て
か
ら

（
非
相
続
人
が
亡
く
な
っ
た
日
）三
か
月
以
内
と
定
め

ら
れ
て
い
る
た
め
、急
ぐ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、被
相
続
人
が
家
族
や
身
近
な
方
で
あ
っ
て

も
、そ
の
人
に
借
金
が
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
の
状
況
は

す
ぐ
に
把
握
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、疎
遠

な
親
戚
な
ど
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
す
。

　
相
続
放
棄
と
は
、一
言
で
言
う
と「
亡
く
な
っ
た
人
が

残
し
た
財
産
の
全
て
を
相
続
を
し
な
い
」こ
と
。

　
相
続
財
産
に
は
、預
貯
金
や
価
値
の
あ
る
不
動
産
な

ど
の
プ
ラ
ス
の
財
産
と
、借
金
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス
の
財
産

が
あ
り
ま
す
が
、相
続
放
棄
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、相

続
す
る
べ
き
財
産
の
一
切
を
相
続
し
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
か
ら
、相
続
放
棄
手
続
き
を
す
る
際
は
、よ
く
考
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
プ
ラ
ス
の
財
産
が
多
い
と
思
う
け
ど
、も
し
か
し
た
ら

マ
イ
ナ
ス
の
財
産
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、な
ど
の
理
由

で
相
続
放
棄
を
す
る
こ
と
を
迷
う
場
合
に
は「
限
定
承

認
」と
い
う
手
続
き
を
行
う
方
法
も
あ
り
ま
す
が
、そ
の

場
合
は
手
続
き
が
か
な
り
難
し
く
な
る
た
め
、専
門
家

に
依
頼
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、三
か
月
以
内
に
相
続
放
棄
の
手
続

き
を
行
わ
な
け
れ
ば
、自
動
的
に
相
続
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　
お
父
さ
ん
が
亡
く
な
り
、遺
産
の
相
続
を
ど
う

し
よ
う
か
と
相
談
を
始
め
た
兄
妹
で
し
た
が
、残
さ

れ
た
母
親
の
老
後
を
考
え
た
末
、母
親
に
全
部
相

続
さ
せ
て
あ
げ
た
い
と
の
思
い
か
ら
、自
分
た
ち

が
相
続
放
棄
を
す
れ
ば
母
親
に
す
べ
て
の
財
産
が

渡
る
と
考
え
、相
続
放
棄
の
手
続
き
を
済
ま
せ
た

の
で
し
た
。ほ
っ
と
ひ
と
安
心
し
た
の
も
つ
か
の
間
、

突
然
ひ
と
り
暮
ら
し
の
母
親
か
ら
の
電
話
に
驚
き

ま
し
た
。疎
遠
に
な
っ
て
い
る
亡
き
父
親
の
兄
弟
た

ち
か
ら「
自
分
た
ち
に
は
、い
つ・ど
れ
だ
け
貰
え
る

ん
だ
？
」と
、相
次
い
で
電
話
が
掛
か
っ
て
き
た
と
い

う
母
親
の
困
惑
し
た
声
に「
一
体
ど
う
な
っ
て
る
ん

だ
？
」と
慌
て
た
兄
妹
で
し
た
が
、実
は
彼
ら
の
相

続
放
棄
の
解
釈
が
間
違
っ
て
い
た
の
で
し
た
。

　「
相
続
放
棄
」を
す
る
と
、法
律
上
は「
も
と
も
と

そ
の
相
続
人
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
扱
い
に
な

る
た
め
、子
供
が
居
な
い
夫
婦
と
な
っ
て
し
ま
い
、祖

父
母
は
す
で
に
他
界
し
て
い
る
の
で
、次
の
相
続
順

位
と
し
て
浮
上
し
た
父
親
の
兄
弟
と
母
親
が
遺
産

を
分
配
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　
思
っ
て
も
み
な
い
展
開
に
慌
て
た
兄
妹
で
し

た
が
、時
す
で
に
遅
く
、事
態
は
取
り
返
し
の
つ

か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
し
た
。

　
母
親
の
た
め
を
思
っ
て
の
相
続
放
棄
だ
っ
た

の
で
す
が
、兄
妹
は
い
っ
た
い
何
を
間
違
え
た
の

で
し
ょ
う
。

　
実
は
彼
ら
が
す
べ
き
こ
と
は「
相
続
放
棄
」

で
は
な
く「
相
続
分
の
放
棄
」だ
っ
た
の
で
す
。

父
親
の
遺
書
が
無
か
っ
た
場
合
は
、通
常
の
遺

産
分
割
協
議
を
行
う
わ
け
で
す
が
、そ
の
書
面

の
中
で
、子
供
達
が
相
続
分
は
放
棄
し
て
母
親

が
全
て
相
続
す
る
と
い
う
旨
の
協
議
書
を
作

成
す
る
の
が
正
し
い
方
法
だ
っ
た
の
で
す
。

　
皆
さ
ん
も
ど
う
か
、こ
う
い
っ
た
間
違
い
を

決
し
て
起
こ
さ
な
い
よ
う
、く
れ
ぐ
れ
も
気
を

つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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家
族
の
た
め
に
「
遺
言
書
」
を
書
く
と
い
う
こ
と

残
さ
れ
た
遺
族
間
で
「
相
続
」
が
「
争
続
」
と
な
ら
な
い
た
め
に

遺言書 について
　
誰
か
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、
そ
の
方
の
持
っ
て
い

た
モ
ノ
や
権
利
は
誰
か
に
引
き
継
が
れ
ま
す
。

　
こ
れ
が
「
遺
産
相
続
」
と
い
う
も
の
で
す
が
、
遺

産
の
種
類
は
土
地
や
家
な
ど
の
不
動
産
や
、
銀
行
の

預
金
や
株
・
証
券
な
ど
の
金
融
資
産
、
ま
た
宝
石
・

貴
金
属
類
や
自
動
車
な
ど
多
岐
に
渡
り
ま
す
。

　
皆
さ
ん
も
ご
承
知
の
通
り
、
誰
か
が
亡
く
な
る
と
、

す
ぐ
に
銀
行
口
座
な
ど
が
凍
結
さ
れ
、
家
族
で
も
預

金
等
を
引
き
出
す
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
ま
す
。

　
銀
行
口
座
の
解
約
や
証
書
類
の
名
義
変
更
、
そ
し

て
不
動
産
の
登
記
変
更
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
手
続
き
に

お
い
て
、
申
請
に
必
要
な
書
類
を
家
族
は
用
意
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ど
ん
な
書
類
が
必
要
か

銀
行
口
座
を
解
約
し
た
り
、
名
義
変
更
手
続
き

に
必
要
な
提
出
書
類
に
は
二
通
り
あ
り
ま
す
。

　
一
つ
は
故
人
が
生
前
に
作
成
し
た
「
遺
言
書
」、

そ
し
て
も
う
一
方
が
「
遺
産
分
割
協
議
書
」
と

う
も
の
で
す
。

　「
遺
言
書
」
と
は
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
よ
う
に
、

故
人
が
自
分
の
遺
産
等
を
ど
う
し
た
い
の
か
を

決
め
た
書
面
で
あ
る
た
め
、
き
ち
ん
と
作
成
し

た
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
で
す
べ
て
の
手

続
き
は
完
了
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
故
人
の
遺

言
書
が
無
か
っ
た
場
合
に
は
法
律
に
よ
っ
て
、

必
ず
法
定
相
続
人
全
員
（
遺
産
を
相
続
す
る
権

利
を
持
つ
者
）
が
署
名
捺
印
を
し
た
「
遺
産
分

割
協
議
書
」
が
必
要
と
な
る
の
で
す
。

　
法
定
相
続
人
が
誰
に
な
る
の
か
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
家
庭
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き
ま
す
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
相
続
す
る
権
利
を
持
つ
者
が
協

議
を
し
て
、
全
員
が
了
解
し
た
こ
と
を
証
明
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

遺
産
分
割
協
議
書
の
ト
ラ
ブ
ル

　
法
定
相
続
人
の
全
員
が
近
く
に
暮
ら
し
て
い
た
り
、

遠
方
で
あ
っ
て
も
す
ぐ
に
連
絡
が
と
れ
て
書
類
作
成
が

ス
ム
ー
ズ
に
い
く
場
合
は
良
い
も
の
の
、
時
に
は
連
絡

が
つ
か
な
い
場
合
や
、
相
続
に
お
け
る
話
し
合
い
を
拒

否
す
る
相
続
人
が
居
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
故
人
が
再
婚
し
て
い
た
場
合
、
以
前
の
家
庭
に

お
い
て
子
供
が
居
た
場
合
に
は
、
そ
の
子
供
た
ち
も
法

定
相
続
人
に
該
当
す
る
の
で
、
連
絡
先
や
居
所
を
探
し

出
し
て
同
意
を
得
て
書
類
に
署
名
捺
印
を
し
て
も
ら
わ

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
「
遺
産
分
割
協
議
書
」
を
作
成
す

る
に
あ
た
っ
て
の
労
力
は
想
像
以
上
に
大
き
い
た
め
、

も
し
、
家
族
間
の
ト
ラ
ブ
ル
等
が
予
想
さ
れ
た
り
、
再

婚
者
で
あ
れ
ば
、
以
前
の
婚
姻
相
手
の
あ
い
だ
に
子
供

が
居
た
り
す
る
場
合
は
、「
遺
言
書
」
を
作
成
し
て
お

く
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

遺
言
書
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
種
類
が
あ
り
、
ひ

と
つ
は
「
自
筆
遺
言
書
」、
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
が

「
公
正
証
書
遺
言
書
」
と
い
う
も
の
で
す
。

実
際
に
は
も
う
ひ
と
つ
「
秘
密
遺
言
書
」
と
い
う
も
の

も
あ
り
ま
す
が
、
通
常
で
は
前
述
の
二
つ
が
主
に
な
り

ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
ま
す
。

　「
自
筆
遺
言
書
」
と
は
読
ん
で
字
の
如
く
、
す
べ
て

を
自
筆
で
書
く
も
の
で
す
が
、
遺
言
書
の
書
き
方
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
決
ま
り
ご
と
が
あ
る
た
め
、
せ
っ
か
く
書

い
た
も
の
の
、
法
的
効
力
が
認
め
ら
れ
ず
無
効
と
な
る

場
合
が
数
多
く
あ
る
た
め
、
作
成
に
あ
た
っ
て
は
細
心

の
注
意
が
必
要
で
す
。

遺
言
書
の
種
類自

筆
遺
言
書
は
作
成
者
の
死
後
「
検
認
」

と
い
う
手
続
き
を
踏
ま
な
け
れ
ば
正
式

に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
紛
失
や
偽

造
な
ど
の
問
題
点
が
あ
り
ま
し
た
が
、

現
在
で
は
法
務
局
で
自
筆
遺
言
書
を
預

か
っ
て
も
ら
え
る
制
度
も
で
き
、
そ
れ

を
使
え
ば
検
認
手
続
き
も
不
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
更
に
遺
言
書
か
書
き
や
す

く
な
り
ま
し
た
の
で
、
利
用
し
た
い
場

合
は
近
く
の
法
務
局
に
お
尋
ね
に
な
る

こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　
そ
し
て
も
う
一
方
の
「
公
正
証
書
遺

言
書
」
と
い
う
も
の
は
、
公
証
人
役
場

へ
行
っ
て
、
公
証
人
と
呼
ば
れ
る
方
に

口
頭
で
意
思
を
伝
え
な
が
ら
代
筆
し
て

も
ら
う
方
法
で
す
の
で
、
少
々
費
用
は

掛
か
る
も
の
の
確
実
に
遺
言
書
を
作
成

で
き
る
や
り
方
で
す
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
「
遺
言
書
な
ど
敷

居
が
高
い
」
と
感
じ
て
い
る
皆
さ
ん
が

多
い
と
思
い
ま
す
が
、
家
族
が
相
続
の

際
に
も
め
た
り
、
遺
産
分
割
協
議
書
を

作
成
す
る
手
間
を
省
く
た
め
に
も
、
遺

言
書
を
書
い
て
お
く
こ
と
を
考
え
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。



残
念
な
シ
ニ
ア
に
な
ら
な
い
た
め
に

あ
な
た
は
周
囲
の
人
か
ら
ど
う
思
わ
れ
て
い
る
の
か

　
　
　
　
　
　
想
像
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？

残念なシニアとは、どんな人？

老害オヤジとオバサン
のこと

☆
老
害
オ
ヤ
ジ
と
オ
バ
サ
ン
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
般
的
に「
歳
を
取
る
と
頭
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
固
く
な
る
」と
言
わ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歳
を
取
る
と
新
し
い
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覚
え
に
く
く
な
る
と
か
、記
憶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力
が
衰
え
る
と
い
う
の
は
自
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
摂
理
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
が
、「
頑
固
」に
な
る
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
と
は
少
々
違
う
気
が
し
ま
す
。

　
人
生
経
験
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
、自
分
と
異
な
る
意
見
に
対
し
て

柔
軟
な
態
度
を
取
れ
る
よ
う
に
な
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、反

対
に
何
故
頑
固
に
な
る
人
が
い
る
の
か
と
い
え
ば
、そ
こ
に
何
か
譲
れ
な
い

も
の
が
あ
る
か
ら
だ
と
想
像
で
き
ま
す
。

　
譲
れ
な
い
も
の
の
内
容
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
し
ょ
う
が
、そ
の
ひ
と
つ
が

「
プ
ラ
イ
ド
」で
あ
り
、シ
ニ
ア
の
多
く
は
長
年
会
社
な
ど
の
組
織
に
貢
献

し
て
き
た
と
い
う
プ
ラ
イ
ド
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
過
去
の
成
功
体
験
に
絶
対
的「
自
信
」を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、そ
の

体
験
を
も
と
に
他
者
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
く
る
人
も
多
い
の
で
す
が
、

過
去
の
成
功
体
験
が
現
代
で
も
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
と
は
限
り
ま
せ
か

ら
、む
し
ろ
余
計
な
お
世
話
で
あ
る
場
合
が
多
い
に
も
関
わ
ら
ず
、そ
れ
に

気
づ
か
ず
自
分
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
で
シ
ニ
ア
の
プ

ラ
イ
ド
は
大
き
く
傷
付
い
て
し
ま
う
の
で
す
。

・口を開けば愚痴や悪口・批判ばかり
・新しい考え方や方法を学ぶのを面倒くさがる
・人の話を聞かず自分ばかり喋ってしまう
・自分の価値観を人に押し付けてしまう
・自分のやり方に固執し、人の意見を聞かない
・常にマイナス意見しか言わず、建設的な話をしない
・いつも苦虫を潰した顔をして笑顔がない
・若手を尊重する姿勢が全く見えない
・常に持ち上げられることを無自覚に望んでいる

嫌われるシニアの老害バターン

「自分は違う」と思われましたか？
それとも「アタタ・・・」と感じますか？
すべての項目に堂 と々「私は違う」と言える人は
少ないことでしょう。シニアは若者と比較すると、
年齢差や人生経験での優位性がありますから、
自分の言動は自身が思う以上に大きなインパクト
を与えることを常に意識したいものですね。。



尊敬され・愛される
　シニアになるために

豊かな人生経験をもつシニアの中には、
もちろん若手の尊敬を受ける人もたくさんいます。
若い人たちに「尊敬できる人の特徴」を聞いてみると
「ちゃんとしている人」という
いたってシンプルな答えが帰ってきたので特別むずかしいことでは無いようです。
では、具体的にどんなことを心がければいいのでしょう？

・いつも笑顔を意識する
・すべてのことをプラスに受け止めるようにする
・愚痴をいうなら明るくユーモアを持ちながら
・偉そうにせず、誰に対しても丁寧に対応する
・挨拶やお礼などをきちんと言う
・自己主張ばかりせずに、他人の意見も尊重する
・困った時に頼りになるシニアになる
・身だしなみやふるまいがきちんとしている。
・常に勉強し、成長しようとする意欲が感じられる。

愛されるシニアになるために

これって新社会人の研修で指導されるような項目ではありませんか？
「チェッ！！ くだらない！！」と、これを見て眉をしかめたアナタこそやらなければなりません。
つまり、リスペクトされる人物像は「ごく普通なこと」をきちんと実行し続けている人なのです。
シニアと言われる年代になったら、あらためて「人生経験を重ねたが故に基本を忘れていないか？」と
自問しながら初心に戻る必要があるのではないでしょうか。

人生100年時代、リタイヤの年齢はどんどん後ろに伸びています。
70歳でも現役でいると思えば、まだまだ成長してもっと活躍するぞ！！という意識が大事です。
だからこそ「普通のこと」からしっかり実践していきましょう！

人にやさしい 環境にやさしい

ガスも電気も、エネルギーのことなら

〒693-002  出雲市上塩冶町2388-1           

TEL（0853）-21-0267 FAX（0853）-21-0320



写
真
や
ビ
デ
オ
は
デ
ー
タ
に
し
て
保
存

思
い
出
を
整
理
し
ま
し
ょ
う

　

昔
の
思
い
出
の
写
真
は
捨
て
ら
れ
ま
せ
ん
ね
。

ま
た
、
そ
う
い
っ
た
写
真
に
は
焼
き
増
し
す
る
時
の

た
め
に
、
フ
イ
ル
ム
ま
で
セ
ッ
ト
で
保
存
し
て
あ
っ

た
り
す
る
も
の
だ
か
ら
、
分
厚
い
ア
ル
バ
ム
が
何
冊

も
部
屋
や
押
し
入
れ
溜
ま
っ
て
は
い
ま
せ
ん
か
？

そ
し
て
ア
ナ
タ
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
に
は
、
写
真
や

ア
ル
バ
ム
が
入
っ
た
い
く
つ
も
の
段
ボ
ー
ル
が
残
り
、

家
族
に
そ
の
処
分
の
方
法
を
悩
ま
せ
る
の
で
す
。

　

実
際
子
供
た
ち
は
「
両
親
の
思
い
出
が
詰
ま
っ
た

写
真
で
す
か
ら
、
ア
ル
バ
ム
を
ど
う
す
る
の
か
、
処

分
に
困
り
ま
す
」
と
、
口
を
揃
え
て
言
う
の
で
す
。

　

家
族
や
親
族
と
共
に
写
っ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

残
さ
れ
た
家
族
に
と
っ
て
も
楽
し
い
思
い
出
と
な
り

ま
す
が
、
会
社
の
社
員
旅
行
の
記
録
写
真
や
旅
先
の

風
景
な
ど
、
自
分
に
と
っ
て
は
思
い
出
の
写
真
で
も
、

子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
関
係
の
な
い
写
真
で
あ
り
、

言
い
方
こ
そ
大
変
悪
い
の
で
す
が
、「
燃
え
る
ゴ
ミ
」

で
し
か
な
い
の
で
す
。

昔
は
フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
で
し
た
か
ら
（
現
在
も
あ
り

ま
す
が
）
現
像
が
必
要
な
の
で
、「
写
真
」
と
い
う

も
の
の
存
在
が
一
枚
一
枚
と
て
も
貴
重
で
あ
っ
た
の

で
す
が
、
現
在
で
は
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
が
普
及
し
、

以
前
の
よ
う
に
現
像
と
い
う
も
の
の
必
要
が
な
く
、

パ
ソ
コ
ン
や
テ
レ
ビ
で
気
軽
に
撮
っ
た
写
真
を
楽
し

め
る
と
い
う
便
利
な
時
代
に
な
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
こ
の
際
、
長
年
溜
め
込
ん
だ
ア
ル
バ
ム
や

写
真
の
数
々
を
引
っ
張
り
だ
し
て
、
家
族
の
た
め
に

も
整
理
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

で
も
、
中
に
は
「
ど
う
整
理
す
れ
ば
い
い
の
か
」

と
悩
む
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
、

実
際
の
整
理
方
法
を
お
教
え
し
ま
し
ょ
う
。

溜
ま
り
に
溜
ま
っ
た
写
真
を
整
理
す
る
た
め
の
基

本
は
、
ま
ず
「
自
分
と
家
族
・
親
族
以
外
が
写
っ

て
い
る
も
の
は
全
部
捨
て
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
ス
タ
ー
ト
で
す
。

思
い
出
の
写
真
を
捨
て
る
と
い
う
の
は
、
か
な
り

勇
気
が
必
要
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
前
述
し

た
と
お
り
「
残
さ
れ
た
家
族
に
と
っ
て
の
思
い
出

に
な
る
写
真
」
以
外
は
ゴ
ミ
と
言
え
る
も
の
で
す

か
ら
、
関
係
の
な
い
写
真
は
、
こ
の
際
思
い
切
っ

て
捨
て
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
本
当
に
残
し
た
い
写
真
だ
け
に
選
別
し

た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
ど
ん
な
形
で
残
す
の
か
を

決
め
ま
す
。

新
し
い
ア
ル
バ
ム
を
買
っ
て
来
て
、
も
う
い
ち
ど

張
り
直
す
の
で
は
で
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

写
真
を
デ
ー
タ
化
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

専
門
業
者
に
依
頼
し
て
、
写
真
を
デ
ー
タ
化
す

る
こ
と
で
、
膨
大
な
数
の
写
真
が
た
っ
た
一
枚
の

Ｃ
Ｄ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
納
ま
り
ま
す
か
ら
、
場
所
を
と

っ
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
ア
ル
バ
ム
は
、
全
部
処
分

し
て
も
大
丈
夫
で
す
。
お
ま
け
に
、
デ
ー
タ
化
し

て
お
く
こ
と
で
便
利
な
の
は
、
思
い
出
の
写
真
が

パ
ソ
コ
ン
や
テ
レ
ビ
で
見
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と

な
の
で
す
。
音
楽
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、、
思
い

出
の
写
真
を
ま
る
で
映
画
の
よ
う
に
鑑
賞
す
る
こ

と
も
可
能
で
す
か
ら
是
非
お
試
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
古
い
ア
ル
バ
ム
の
場
合
、
写
真
を
ノ
リ

で
台
紙
に
貼
付
け
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
無

理
に
写
真
を
剥
が
そ
う
す
る
と
写
真
が
破
れ
て
し

ま
う
の
で
注
意
が
必
要
で
す
が
、
そ
ん
な
場
合
は

ア
ル
バ
ム
ご
と
預
け
て
し
ま
え
ば
大
丈
夫
で
す
か

ら
、
ア
ル
バ
ム
の
中
で
デ
ー
タ
化
し
た
い
写
真
の

上
に
付
箋
を
張
る
な
ど
し
て
、
解
る
よ
う
に
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
古
い
写
真
の
中
に
破
れ
た
り
色
あ
せ
た

り
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
場
合
「
写
真
の
修
復
」

を
し
て
く
れ
る
店
も
あ
り
ま
す
の
で
、
修
復
が
可

能
か
ど
う
か
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。。

ち
な
み
に
シ
ニ
ア
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
皆

さ
ん
の
た
め
に
「
写
真
の
デ
ー
タ
変
換
と
修

復
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
ま
し
た
。。

写
真
だ
け
で
な
く
、
今
や
過
去
の
遺
物
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
Ｖ
Ｈ
Ｓ
テ
ー
プ
や
音
楽
カ
セ

ッ
ト
テ
ー
プ
な
ど
も
デ
ー
タ
化
で
き
ま
す
の

で
、
整
理
を
し
よ
う
と
思
い
立
た
れ
た
時
は

ど
う
ぞ
ご
利
用
下
さ
い
。

も
ち
ろ
ん
相
談
だ
け
で
も
ま
っ
た
く
構
い
ま

せ
ん
の
で
、
気
軽
に
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば

最
適
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
し
ま
す
。

デジタル化サービスを開始 !!
写真やビデオテープ、音楽カセットテープを

お電話一本でまずは相談から。
サービスの説明や見積り金額に納得してからの
受託となりますので、安心してご相談ください。
ご相談は

0853-43-2535NPO法人シニアプロジェクト事務局 

CD・DVDにして保存しませんか？
CD・DVD



たった一つ、人生で必ず決まっていること

元カリスマ塾講師と呼ばれた木下晴弘氏が、こんな話をなさっていました。

生の大切さを伝えるとき、私は、よく自分の子どもにこんな話をしました。

「パパはね、○○ちゃんよりも先に死ぬよ」　　当然、子どもは「えっ？」と驚きます。

「でも、そうだよね。　人間には寿命があるんだから」　　　そう言うと、少しわかったような表情になります。

「だから、パパが元気なうちに○○ちゃんが、一人でちゃんと生きていけるような力を身につけてほしいんだ。
　そのために、今こうやって勉強してるんだよね」　　こう言うのです。

すると・・・「パパ、いなくなるの？」　　　子どもは不思議そうな顔でそう言います。

「すぐにはいなくならないよ。　でも、いつか必ず○○ちゃんとさよならしなくっちゃならないときがくる。

でも、心配しなくてもいいよ。　パパは今度生まれ変わっても、
もう1度お母さんと結婚して、もう一度○○ちゃんと出会うからね」

そういうと、子どもはすごく喜びます。　ニコニコして抱きついてきます。

「死」という「生」の対極にある言葉を出して、いかにあなたを大切に思っているか、
いかに今を楽しく過ごすことが大切かということを伝えるのです。
ただ「愛してるよ」「仲良くやっていこうね」と言うよりも、何倍も深い伝わり方がするはずです。

また、ある人からはこんな話を聞きました。

その人の家では、最初の女の子が生まれて、それから4年後にまた女の子が生まれました。
妹が生まれてから、上の子は、「何で妹ばかりかまうの？」と荒れに荒れたそうです。
自分に愛情が向けられていないと感じたのでしょう。
しかし、その人はこう言ってお姉ちゃんをなだめました。

「ねぇ、○○ちゃん。　お母さんはいつか死ぬけど、あなたのほうがお母さんと4年も長く一緒にいられるでしょ。
　でも、妹の○○ちゃんの方は4年分少ないよね。　だから、その分を今埋め合わせさせてね」

素晴らしい伝え方です。
上の子への愛を伝えながら、下の子への愛も伝える。
そのために、死という時間軸を使って説明したのです。

死を意識するということは、間違いなく生を意識するということです。
つまり、生きていることの意味とは「死」という状態ではないもの、すなわち生きているだけでありがたい、
生きているそれだけで尊いというものなのです。

そう考えると、あなたの人生はあなたが生きていることだけで素晴らしいものだということが分かるのです。
ですから、どんな状況であっても、自分を好きにならない人生はもったいない。
精いっぱい生きること、それだけでいいような気がします。



NPO法人シニアプロジェクトは、
「シニアの集う場所づくり」「シニアの学び」「シニアの生きがいづくり」

この三つをテーマに掲げて、楽しく活動しています。

シニア会員募集中！！

私たちの活動に参加しませんか？
毎日が必ず楽しくなりますよ！！

< 一般会員>・入会金 2,000円 / 年会費 1,000円

法人の皆様は
< 賛助会員>・入会金 20,000円 / 年会費 10,000円

お問い合わせは

NPO法人シニアプロジェクト
事務局　     〒699-0817

島根県出雲市湖陵町板津 49-2
T E L 0853-43-2535
メール info@npo-senior.pro
ホームページ https://npo-senior.pro

○新たな人との出会いと、楽しく語り合えるイベントの開催

○シニアに役立つさまざまな知識を学べる講座

○シニアが趣味や得意なことで起業するためのバックアップ

○地域活動やボランティアをする人やグループの応援

○地域で頑張る若者たちの応援団として



NPO法人 シニアプロジェクト 　カルチャー講座開催日程

1. 　令和 3年 1月8日
2. 　令和 3年 1月22日
3. 　令和 3年 2月12日
4. 　令和 3年 2月 26日 
5. 　令和 3年 3月12日 
6.    令和 3年 3月26日
7. 　令和 3年 4月9日

（金）　「終活を始めよう」
（金）　「家とモノの生前整理」
（金）　「遺産相続の正しい基礎知識」
（金）　「エンディングノートと遺言書」
（金）　「これからのお墓の守り方」
（金）　「葬儀についての基礎知識」
（金）　「人生のより良い終焉を迎えるために」

●シニアのための終活塾（7回シリーズ）

●シニアのための起業塾
1.    令和 3年 1月15日  （金）「好きを仕事に！！　起業するための考え方」
2.    令和 3年 2月19日  （金）「好きを仕事に！！　起業の準備編」
3.    令和 3年 3月19日  （金）「好きを仕事に！！　起業の実践編」

●シニア生活塾
1.   令和 3年 2月  5日  （金）   かんたんスマホ講座（アンドロイド編）

3.   令和 3年 4月  2日  （金）   オークション講座（オークションで買う方法）

4.   令和 3年 4月16日（金）   オークション講座（不要なものをネットで売る方法）

2.　令和 3年 3月  5日  （金）　かんたんスマホ講座（iPhone 編）

楽しく学びましょう！！

<各回共通 >

・時　間 / 10:00～11:30
・会　場 / 湖陵ふれあい館　出雲市湖陵町三部１３５２
　　　　（湖陵保険福祉センター「みどりの郷湖陵」
　　　　　湖陵福祉センター「ワークケアみずうみ」等と隣接）
・参加費 / 500円
・定　員 / 20名（要予約・申し込み多数の場合は先着順）

・申込み / 0853-43-2535（シニアプロジェクト事務局）
090-3635-0909（担当者）まで又は

ホームページから、メールでの受付も可能です https://npo-senior.pro
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