
89

先
生
、実
家
の
母
親

の
こ
と
で
ご
相
談
が

あ
り
ま
す
。認
知
症
の
初
期
の
段

階
と
い
う
診
断
で
、社
会
的
な
刺

激
が
多
い
方
が
よ
い
か
ら
と
、医
師

か
ら
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

勧
め
ら
れ
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、そ

の
話
を
す
る
た
め
に
実
家
に
顔
を

出
し
て
い
る
時
に
、高
級
羽
毛
布

団
セ
ッ
ト
が
届
い
て
…
。使
っ
て
い
な

い
布
団
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、テ

レ
ビ
シ
ョッ
ピ
ン
グ
で
頼
ん
で
し
ま
っ

た
よ
う
な
の
で
す
。他
に
も
不
要

な
物
を
た
く
さ
ん
買
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。そ
ん
な
に
頻
繁
に
顔
は
出

せ
ま
せ
ん
し
、手
狭
な
わ
が
家
に
母

を
引
き
取
る
こ
と
も
不
可
能
で
す

し
、ど
う
し
た
も
の
か
と
。

成
年
後
見
制
度
を

活
用
し
て
は
ど
う
で

す
か
？
物
事
を
判
断
す
る
能
力

が
十
分
で
な
い
方
に
対
し
て
、財
産

や
生
活
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
保
護・支
援
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
の
が
成
年
後
見

制
度
で
す
。お
母
様
に
契
約
を
交

わ
す
た
め
に
必
要
な
意
思
能
力
が

あ
れ
ば
、「
任
意
」後
見
制
度
を
利

用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、一
男

さ
ん
が
家
庭
裁
判
所
に
申
し
立
て

て「
法
定
」後
見
制
度
を
利
用
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

任
意
後
見
制
度
と
法
定
後

見
制
度
の
違
い
は
？

す
で
に
本
人
の
判
断
能
力

が
低
下
し
て
し
ま
っ
た
後
に
、親
族

等
が
家
庭
裁
判
所
に
申
し
立
て
て
、

後
見
人
等
を
定
め
て
も
ら
う
の
が

「
法
定
」後
見
で
す
。本
人
の
判
断

能
力
の
程
度
に
よ
って「
後
見
」「
保

佐
」「
補
助
」の
い
ず
れ
か
の
制
度

を
利
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
に
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
範

囲
が
異
な
り
ま
す
。判
断
能
力
が

な
い
た
め
に
自
分
の
財
産
を
管
理・

処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
が

利
用
す
る「
後
見
」の
場
合
は
、後

見
人
の
同
意
な
く
行
っ
た
契
約
等

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る「
取

消
権
」、本
人
に
代
わ
っ
て
契
約
等

を
行
う「
代
理
権
」が
認
め
ら
れ
て

い
ま
す
。一
方
、「
保
佐
」や「
補
助
」

の
場
合
は
、取
消
権
や
代
理
権
の

範
囲
が
家
庭
裁
判
所
が
定
め
た
行

為
等
に
、限
定
さ
れ
ま
す
。

　
一
方
、「
任
意
」後
見
制
度
の
場

合
は
文
字
通
り
、本
人
が
任
意
で

後
見
人
の
候
補
者
を
定
め
、そ
の

人
と
の
間
で
あ
ら
か
じ
め
契
約
を

取
り
交
わ
し
、法
務
局
に
登
記
し

て
お
く
制
度
で
す
。判
断
能
力
の

低
下
後
、裁
判
所
に
申
し
立
て
、任

意
後
見
監
督
人
が
選
任
さ
れ
た
時

点
で
任
意
後
見
契
約
が
発
効
し
ま

す
。任
意
後
見
は
、「
誰
に
」「
ど
の

よ
う
な
支
援
を
し
て
も
ら
う
の

か
」を
本
人
が
決
め
る
こ
と
が
で

き
る
、と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま

す
が
、法
定
後
見
人
に
は
認
め
ら

れ
て
い
る
取
消
権
が
認
め
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。つ
ま
り
、判
断
能
力
が
不

十
分
に
な
っ
て
不
要
な
物
な
ど
を

購
入
し
て
し
ま
い
が
ち
に
な
って
も
、

成
年
後
見
人
が
そ
れ
を
取
り
消

す
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
。　
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弁護士

民法13条1項が定める
重要な行為とは？

後見 保佐 補助

判断能力が
不十分になる前に

判断能力がすでに
不十分

親族等が家庭裁判所に審判の申立てをすれば、本人
の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの
制度を利用できる。

将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰
に」「どのような支援をしてもらうのか」をあらかじめ
契約により決めておく。

任意後見制度

法定後見制度

判断能力がないため、自分の財産
を管理・処分することができない

判断能力が著しく不十分で、自分の
財産を管理・処分する際に、常に援
助が必要

判断能力が不十分で、援助が必要な
場合がある本人の

判断能力の程度

申立ができる人
（申立人）

本人、配偶者、4親等内の親族（親や子や孫などの直系の親族、兄弟姉妹、
おじ、おば、甥、姪、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹など）、市区町村長、検察官

医師による鑑定 原則として不要原則として必要

全て

全て

原則として必要

取消権（後見人等の同
意なく行った契約を取
り消す権利）の範囲

代理権（本人に代わって、
本人のために契約等を
行う権利）の範囲

民法13条1項が定める重要な財産
行為およびその他家庭裁判所が別
途定めた行為

申立の範囲で、家庭裁判所が定め
た特定の行為に関して代理できる
（本人の同意が必要）

申立の範囲で、家庭裁判所が定めた
特定の行為に関して代理できる（本
人の同意が必要）

民法13条1項が定める重要な財産行
為の中から、家庭裁判所が別途定め
る一部の行為（本人の同意が必要）

※日用品の購入等日常生活に関する行為は取り消せない　※一身専属的な身分行為（遺言、婚姻、認知等）は取消権、代理権の対象外

成年後見
制　度

①預貯金を払い戻すこと　

②金銭を貸し付ける、あるいは借りる、

　保証人になること　

③不動産などの重要な財産の売買、

　担保権設定、賃貸借をすること　

④訴訟行為をすること　

⑤贈与、和解または仲裁合意をすること　

⑥相続を承認・放棄したり、遺産分割をすること　

⑦贈与や遺贈を拒絶したり、不利な条件での

　それらを受け取ること　

⑧新築、改築、増築や大修繕をすること　

⑩民法第602条の一定期間を超える

　賃貸借契約をすること

一男弁護士

一男
弁
護
士


