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語
「
後
見
爺
さ
ん
」
で
す
ね
。

桂
ひ
な
太
郎　

そ
う
で
す
。
あ
ら
す
じ
は
、

ザ
ッ
と
こ
ん
な
感
じ
で
す
。
お
母
さ
ん
が
認

知
症
に
な
り
、
息
子
は
ど
う
し
て
い
い
の
か

わ
か
ら
ず
、
お
じ
さ
ん
に
相
談
に
行
き
ま

す
。
相
談
さ
れ
た
お
じ
さ
ん
は
近
所
の
司
法

書
士
に
相
談
に
行
く
の
で
す
が
、
こ
の
司
法

新
作
・
成
年
後
見
落
語
の
誕
生

編
集
部　
桂
ひ
な
太
郎
さ
ん
は
、
古
典
落
語

だ
け
で
な
く
、
成
年
後
見
制
度
を
テ
ー
マ
に

し
た
新
作
落
語
も
演
じ
ら
れ
、
一
般
の
方
々

に
成
年
後
見
制
度
を
理
解
し
て
も
ら
う
た

め
の
活
動
を
積
極
的
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

も
そ
も
成
年
後
見
落
語
を
演
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
何
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
？

桂
ひ
な
太
郎　

成
年
後
見
制
度
の
普
及
と
、

こ
の
制
度
を
積
極
的
に
支
え
る
組
織
と
し

て
、
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
が
設
立
し

た
公
益
社
団
法
人
「
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・

リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
」
と
い
う
団
体
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
群
馬
支
部
が
２
０
０
４
年
12

書
士
が
仕
事
よ
り
も
趣
味
の
そ
ば
打
ち
が

生
き
が
い
と
い
う
風
変
わ
り
な
人
。
山
盛
り

の
そ
ば
を
一
生
懸
命
食
べ
て
、
や
っ
と
の
思

い
で
相
談
に
の
っ
て
も
ら
う
と
、
成
年
後
見

制
度
の
利
用
を
す
す
め
ら
れ
て
、
ひ
と
安

心
。
と
こ
ろ
が
…
。

　
実
は
最
初
、
笑
い
が
ま
っ
た
く
と
い
っ
て

い
い
ほ
ど
取
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
で
も
何

回
も
口
演
を
繰
り
返
し
、
ネ
タ
の
試
行
錯
誤

を
重
ね
る
う
ち
に
徐
々
に
笑
い
が
取
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
落
語

は
成
年
後
見
制
度
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う

た
め
の
導
入
部
。
落
語
の
後
の
講
演
会
で
専

門
家
か
ら
詳
し
く
説
明
し
て
い
た
だ
き
、
み

な
さ
ん
に
理
解
を
深
め
て
も
ら
い
ま
す
。

　
た
だ
、
多
く
の
弁
護
士
や
司
法
書
士
の
方

が
お
こ
な
う
成
年
後
見
制
度
の
講
演
会
と
い

う
の
は
、
難
し
い
専
門
用
語
が
使
わ
れ
、
一

般
の
人
た
ち
に
は
理
解
し
に
く
い
ん
で
す
ね
。

そ
こ
で
私
が
落
語
だ
け
で
な
く
講
演
会
に
も

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
成
年
後
見
制
度

と
は
何
な
の
か
、
み
な
さ
ん
に
わ
か
る
よ
う

に
、
か
み
砕
い
て
説
明
す
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。

　

そ
ん
な
ふ
う
に
落
語
と
講
演
会
の
２
部

構
成
に
し
て
か
ら
は
、「
わ
か
り
や
す
か
っ

た
」「
勉
強
に
な
っ
た
」「
来
て
良
か
っ
た
」

と
い
う
声
が
多
く
、
お
客
さ
ん
の
反
応
が
と

て
も
良
い
で
す
ね
。

月
に
企
画
し
た
市
民
講
座
へ
の
出
演
依
頼
が

あ
っ
た
の
で
す
。私
は
一
般
庶
民
の
立
場
で
、

成
年
後
見
制
度
に
詳
し
い
専
門
家
に
質
問
す

る
役
と
し
て
出
演
。
こ
の
時
に
、
高
齢
化
社

会
に
お
け
る
成
年
後
見
制
度
の
必
要
性
を
強

く
感
じ
ま
し
た
。

　
そ
の
翌
年
の
05
年
、
群
馬
県
前
橋
市
で
Ｎ

Ｈ
Ｋ
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
老
い
て
も
自
分
ら
し
く

あ
る
た
め
に—

成
年
後
見
と
は—

」
と
題
し

た
講
演
会
を
開
催
す
る
の
で
、
今
度
は
成
年

後
見
制
度
を
題
材
と
し
た
新
作
落
語
を
作
っ

て
口
演
し
て
ほ
し
い
と
い
う
話
が
き
ま
し

た
。
古
典
落
語
を
や
っ
て
き
た
私
が
、
こ
れ

を
機
に
新
作
落
語
に
と
り
く
む
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。

編
集
部　

そ
の
新
作
落
語
が
、
成
年
後
見
落

「
成
年
後
見
制
度
」っ
て
、何
？

編
集
部　
現
在
、
認
知
症
の
高
齢
者
が
４
６
２

万
人
を
超
え
、
65
歳
以
上
の
４
人
に
１
人
が

認
知
症
と
そ
の
予
備
軍
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
高
齢
化
社
会
で
成
年
後

見
制
度
は
必
ず
必
要
に
な
る
も
の
で
す
が
、

制
度
そ
の
も
の
が
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。

桂
ひ
な
太
郎　

00
年
４
月
に
介
護
保
険
制
度

と
い
っ
し
ょ
に
で
き
た
の
が
、
こ
の
成
年
後

見
制
度
で
す
。
介
護
保
険
制
度
を
利
用
し
て

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
り
、
施
設
に
入
る

た
め
に
は
契
約
が
必
要
で
す
が
、
認
知
症
や

知
的
障
害
な
ど
の
あ
る
人
は
、
判
断
能
力

が
不
十
分
な
た
め
に
契
約
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
方
た
ち
の
た
め

に
、
し
っ
か
り
と
契
約
が
成
立
で
き
る
よ
う

法
律
的
な
支
援
を
す
る
の
が
成
年
後
見
制

度
で
す
。
介
護
保
険
制
度
と
成
年
後
見
制
度

は
、
車
の
両
輪
と
し
て
動
く
よ
う
に
作
ら
れ

た
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
成
年
後
見
制
度

は
、
介
護
保
険
制
度
を
補
う
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
不
動
産
や
預
貯
金
な
ど
の
財
産
を

管
理
し
た
り
、
遺
産
分
割
の
協
議
を
す
る
な

ど
、
適
用
範
囲
が
広
い
の
が
特
長
で
す
。

編
集
部　
最
近
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
が

落
語
家

か
つ
ら
・
ひ
な
た
ろ
う

１
９
５
２
年
、
群
馬
県
安
中
市
生
ま
れ
。
77
年
、
古
今

亭
志
ん
朝
に
入
門
。「
志
ん
坊
」
の
名
前
で
前
座
を
務
め

る
。
81
年
、
二
つ
目
に
昇
進
し
て「
志
ん
上
」
に
改
名
。

93
年
、
真
打
ち
に
昇
進
。
古
今
亭
志
ん
朝
師
匠
の
他
界

に
伴
い
、
２
０
０
３
年
九
代
目
桂
文
楽
門
下
に
入
門
し
、

桂
ひ
な
太
郎
を
名
乗
る
。
05
年
、
成
年
後
見
落
語
を
Ｎ

Ｈ
Ｋ
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
発
表
。
88
年
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

新
人
演
芸
コ
ン
ク
ー
ル
落
語
部
門
最
優
秀
賞
受
賞
。
91

〜
93
年
に
は
、
日
刊
ス
ポ
ー
ツ
新
聞
社
主
催「
日
刊
飛

び
切
り
落
語
会
」奨
励
賞（
現・
飛
び
切
り
大
賞
）
を
連

続
受
賞
。
93
年
に
国
立
演
芸
場
主
催
の「
花
形
演
芸
会
」

で
花
形
演
芸
大
賞
を
受
賞
。

任意後見制度と法定後見制度

判断能力が不十分になる前

将来、判断能力が不十分になった時に
備え、元気なうちに「誰に」「どのよう
な支援をしてもらうか」などを事前の
契約によって自ら決めておく制度。

任意後見制度
判断能力が不十分になった後

すでに判断能力が不十分になった人に
代わって、家庭裁判所が決めた後見人
が法律行為をする制度。

法定後見制度  
落
語「
後
見
爺
さ
ん
」か
ら
学
ぶ
、

 
成
年
後
見
制
度

悪
徳
商
法
の
被
害
に
あ
っ
た
と
い
う
話
を
よ

く
耳
に
し
ま
す
。
成
年
後
見
制
度
を
上
手
に

利
用
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
被
害
を
防
ぐ

こ
と
も
で
き
ま
す
ね
。

桂
ひ
な
太
郎　

そ
う
で
す
。
認
知
症
の
人
に

親
切
そ
う
に
寄
り
添
い
、
信
用
さ
せ
て
か
ら

お
金
を
使
い
込
ん
だ
り
、
ひ
ど
い
場
合
に
は

生
前
贈
与
だ
と
い
っ
て
１
千
万
円
も
の
お
金

を
銀
行
か
ら
引
き
出
さ
せ
る
事
件
も
起
き
て

い
ま
す
。
こ
う
し
て
お
金
を
だ
ま
し
取
ら
れ

て
も
、
被
害
者
本
人
の
判
断
力
が
不
十
分
で

す
か
ら
、
す
ぐ
に
は
発
覚
し
に
く
い
。
そ
れ

に
、
こ
う
し
た
犯
罪
者
は
、
お
金
を
だ
ま
し

取
っ
た
の
で
は
な
く
、
も
ら
っ
た
と
主
張
し

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
犯
罪
と
し
て
証
明
す

る
た
め
に
は
裁
判
を
し
な
い
と
い
け
な
い
ん

で
す
。
犯
罪
者
は
、
仮
に
裁
判
に
な
っ
て
負

け
て
も
平
気
で
す
。
民
事
裁
判
で
す
か
ら
、

例
え
ば
２
千
万
円
を
だ
ま
し
取
っ
て
も
、
妥

協
案
と
し
て
１
千
万
円
を
返
済
す
る
と
書
類

を
書
い
て
、
実
際
に
は
支
払
わ
な
い
。
払
わ

な
い
と
、
ま
た
裁
判
を
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
が
、
被
害
者
は
高
齢
で
す
か
ら
、
裁
判

が
長
引
け
ば
認
知
症
が
進
行
す
る
か
亡
く
な

る
か
で
、
や
が
て
裁
判
自
体
が
成
立
し
な
く

な
る
。
犯
罪
者
は
こ
う
し
て
時
間
稼
ぎ
を
し

て
、
堂
々
と
居
直
っ
て
い
る
の
が
現
状
な
ん

で
す
。
こ
う
い
う
事
件
は
、
こ
れ
か
ら
ま
す
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と
し
て
の
芸
を
磨
く
こ
と
で
す
。
亡
く
な
っ

た
古
今
亭
志
ん
朝
師
匠
の
芸
に
少
し
で
も
近

づ
き
た
い
。
憧
れ
だ
っ
た
師
匠
の
芸
を
自
分

の
も
の
と
し
て
、
き
ち
ん
と
演
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

編
集
部　

落
語
家
と
し
て
の
こ
れ
か
ら
の
活

躍
を
大
い
に
期
待
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

成
年
後
見
制
度
が
も
っ
と
多
く
の
人
た
ち
に

利
用
さ
れ
る
よ
う
、
周
知
活
動
に
ま
す
ま
す

が
ん
ば
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

『
落
語
の
い
き

　
〜
江
戸
古
典
落
語
の
真
髄
〜
』

 

第
３
巻　
廓
噺
編

小
学
館

手
ぬ
ぐ
い

本誌綴じ込みハガキにてご応募ください。

ま
す
増
え
る
と
思
い
ま
す
。
講
演
会
で
も
、

脅
か
す
よ
う
で
す
け
れ
ど
恐
い
世
の
中
で
す

か
ら
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
と
、
注
意
を
呼

び
か
け
て
い
ま
す
。

「
良
い
後
見
人
」
選
び
が
重
要

編
集
部　
後
見
人
を
選
ぶ
際
に
、
気
を
つ
け

る
ポ
イ
ン
ト
が
あ
れ
ば
教
え
て
い
た
だ
け

ま
す
か
。

桂
ひ
な
太
郎　

息
子
や
娘
、
親
族
な
ど
の
身

内
に
任
せ
る
の
が
い
い
の
か
、
弁
護
士
や

司
法
書
士
、
社
会
福
祉
士
な
ど
第
三
者
に

任
せ
る
の
が
よ
い
の
か
。
財
産
の
有
無
を
含

め
て
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
か

に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
例
え

ば
、
こ
れ
ま
で
経
営
し
て
き
た
ア
パ
ー
ト
の

管
理
も
お
願
い
し
た
い
場
合
に
税
理
士
を

後
見
人
に
す
る
と
、
お
金
の
管
理
と
い
う
面

で
の
知
識
が
あ
り
ま
す
か
ら
適
任
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
生
活
・
医
療
・
介
護
な

ど
に
関
す
る
契
約
や
手
続
き
を
お
こ
な
う

身
上
監
護
を
お
願
い
し
た
い
場
合
は
、
社
会

福
祉
士
の
方
な
ら
普
段
の
業
務
と
し
て
慣

れ
て
い
る
の
で
心
強
い
。
と
は
い
え
、
最
終

的
に
は
人
間
性
が
一
番
大
切
な
ん
で
す
よ
。

編
集
部　
そ
れ
は
ま
た
難
し
い
…
。

る
本
人
の
気
持
ち
を
尊
重
し
、
そ
の
人
ら
し

い
生
き
方
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
し
て
い

く
こ
と
が
後
見
人
の
仕
事
で
す
。
必
要
な
時

に
、
必
要
な
お
金
を
使
う
と
い
う
こ
と
が
大

事
で
す
よ
ね
。

桂
ひ
な
太
郎　

お
金
が
か
ら
む
と
、
親
子
で

あ
れ
兄
弟
で
あ
れ
、
も
め
る
こ
と
が
多
い
も
の

で
す
。
後
で
も
め
な
い
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め

家
族
で
話
し
合
っ
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

今
は
元
気
で
、
何
で
も
自
分
で
決
め
ら
れ

る
と
思
っ
て
い
て
も
、
将
来
の
こ
と
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
も
し
も
判
断
能

力
が
不
十
分
に
な
っ
た
ら
、
こ
う
し
て
ほ
し

い
」「
後
見
人
は
、
こ
の
人
に
お
願
い
し
た
い
」

と
事
前
に
家
族
と
話
し
合
い
、
必
要
な
事
を

決
め
て
お
い
た
方
が
い
い
と
思
う
ん
で
す
。

編
集
部　

た
だ
、
将
来
の
た
め
に
と
は
い
っ

て
も
、
認
知
症
に
な
っ
た
時
の
こ
と
を
考
え

て
今
か
ら
準
備
す
る
の
は
、
な
か
な
か
難
し

い
部
分
が
あ
り
ま
す
。

桂
ひ
な
太
郎　

今
す
ぐ
に
と
は
い
い
ま
せ

ん
。
将
来
的
に
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る

と
い
う
気
持
ち
で
、
ま
ず
は
ノ
ー
ト
な
ど
に

思
い
を
書
き
記
し
て
お
く
だ
け
で
も
い
い
ん

で
す
。
そ
れ
は
後
で
、
必
ず
役
に
立
つ
は
ず

で
す
。
例
え
ば
日
記
を
書
く
よ
う
に
、
自
分

が
大
事
に
し
て
い
る
物
を
ど
う
処
理
し
て
ほ

し
い
の
か
を
書
き
出
し
て
お
く
と
か
、
葬
式

の
時
に
知
ら
せ
て
ほ
し
い
人
の
連
絡
先
を
メ

モ
す
る
と
か
…
。
も
し
も
あ
な
た
が
認
知
症

に
な
っ
て
判
断
能
力
が
な
く
な
っ
て
も
、
こ

う
し
た
日
記
や
メ
モ
が
あ
れ
ば
、
第
三
者
が

ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
ら
よ
い
の
か
が
わ
か

り
ま
す
。

編
集
部　

ま
さ
に
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
で

す
ね
。
加
齢
と
と
も
に
、
心
身
の
能
力
が
減

退
す
る
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
す
。
そ

う
い
う
状
態
に
な
っ
た
時
に
、
支
援
し
て
く

れ
る
後
見
人
を
事
前
に
決
め
て
お

く
こ
と
は
重
要
で
す
ね
。

め
ざ
す
は

志
ん
朝
師
匠
の
芸

編
集
部　

で
は
最
後
に
、
桂
ひ

な
太
郎
さ
ん
の
今
後
の
夢
や
目

標
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

桂
ひ
な
太
郎　

後
見
落
語
を
や

り
始
め
て
、
世
の
中
の
た
め
に
役

立
っ
て
い
る
と
思
え
る
し
、
や
り

が
い
も
あ
り
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
、

も
っ
と
工
夫
を
し
な
が
ら
続
け
て

い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
も

一
番
の
目
標
は
、
や
は
り
落
語
家

桂ひな太郎さんへの口演依頼などは
下記からお問い合わせください

メール　hinataro.com2011@ymdmail.jp
ホームページ　http://www.hinataro.com/

桂
ひ
な
太
郎　

自
分
が
認
知
で
き
な
く
な
っ

て
か
ら
の
こ
と
で
す
か
ら
、
余
計
に
難
し
い

ん
で
す
よ
ね
。
よ
っ
ぽ
ど「
こ
の
人
な
ら
！
」

と
い
う
人
が
い
れ
ば
別
で
す
け
れ
ど
、
第
三

者
で
は
そ
う
そ
う
い
な
い
の
で
、
一
番
頼
れ

る
身
内
に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
っ
し
ょ
に
生

活
し
て
い
る
家
族
だ
っ
た
ら
、
食
事
の
支
度

か
ら
外
出
時
の
送
り
迎
え
も
し
て
く
れ
ま
す

の
で
、
身
内
が
後
見
人
に
な
る
の
が
理
想
で

は
あ
り
ま
す
。
た
だ
一
方
で
、
一
番
間
違
い

が
起
こ
り
や
す
い
の
も
身
内
な
ん
で
す
。

　
介
護
し
や
す
い
よ
う
家
を
リ
フ
ォ
ー
ム
す

る
た
め
に
、
親
の
定
期
預
金
か
ら
３
０
０
万

円
ほ
ど
引
き
出
そ
う
と
し
ま
す
。
普
通
は
本

人
で
な
い
と
金
融
機
関
か
ら
お
金
を
引
き
出

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
後
見
人
で

す
と
、
特
別
な
理
由
が
な
く
て
も
、
本
人
同

様
に
い
つ
で
も
お
金
を
引
き
出
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。
そ
の
立
場
を
利
用
し
、
病
院

へ
の
送
迎
用
と
か
の
理
由
を
つ
け
て
、
実
際

に
は
遊
び
に
使
う
車
の
購
入
費
用
を
親
の

預
貯
金
か
ら
引
き
出
す
と
い
う
ケ
ー
ス
も

あ
る
わ
け
で
す
。

編
集
部　

本
来
、
財
産
を
守
る
は
ず
の
身
内

の
後
見
人
が
、
管
理
し
て
い
る
財
産
を
使
い

込
ん
で
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

桂
ひ
な
太
郎　

使
い
込
み
と
は
逆
の
ケ
ー
ス

も
あ
り
ま
す
。
親
の
預
貯
金
は
、
い
ず
れ
自

分
の
財
産
に
な
る
の
で
、
無
駄
遣
い
を
さ
れ

て
は
目
減
り
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
で
き

る
だ
け
お
金
を
使
わ
せ
な
い
よ
う
に
す
る

ん
で
す
。

編
集
部　

成
年
後
見
制
度
を
利
用
し
て
い

桂 ひな太郎さん出演
　　　 DVD BOOK＆
 手ぬぐいをプレゼント！
サイン入り

常に判断能力を欠いている

日常生活に関する行為を除くすべての法律
行為を代わっておこなえ（代理権）、不適切
な法律行為を必要に応じて取り消すことも
できる（取消権）

判断能力が著しく不十分
日常の買い物はできるが、預貯金
や財産の管理など重要な行為が
１人でできない人

判断能力が不十分だが軽度な状態
日常の買い物はできるが、預貯金や財産
の管理などの重要な行為に不安があり、
支援があった方がよいと思われる人

法定後見制度は、本人の判断能力の程度などに応じて「後見」「保佐」「補助」の３つの種類があります。

保 佐 補 助

支援
される人

支援
する人

後 見

成年後見人
本人が選択した特定の法律行為を代理でき
る（代理権）。本人が法律行為をするにあたっ
ては同意してよいか判断し、必要に応じて
取り消すこともできる（同意権・取消権）

保佐人
本人が選択した特定の法律行為を代理でき
る（代理権）。本人が法律行為をするにあたっ
ては同意してよいか判断し、本人同意のも
と取り消すこともできる（同意権・取消権）

補助人

１人では日常の買い物もできず、
誰かに代わってもらう必要が
ある人

法定後見制度の3つの種類

自己決定（自律）の尊重
本人の意思や生き方を尊重すること

残存能力の活用
本人の残された能力を最大限に
活用すること

健康に配慮し、安心した生活がおくれるように
治療や介護などに関する契約をおこなう
●介護保険などの利用契約や管理、要介護認定の手続き
●施設の入退所や支払いなどの契約手続き
●医療サービス契約や入院に関する手続き
●住居確保のための不動産の購入や貸借

身上
監護

日常生活の金銭管理から
重要財産の維持・処分までをおこなう
●印鑑や通帳などの管理
●銀行など金融機関との取引や契約行為
●日常的な生活費の送金、日用品の購入
●年金、土地・貸家の賃料など収入・支出の管理
●不動産を含む財産の管理・処分

財産
管理

ノーマライゼーション
障害の有無にかかわらず、誰もが
地域で安心してくらすこと

成年後見制度の理念

成年後見人の主な仕事と責任


