
認
知
症
家
族
の
事
故
に

「
保
険
」で
備
え
る

損
害
賠
償
や
事
故
を
リ
ス
ク
ヘッ
ジ
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途
を
た
ど
り
ま
す
。
誰
も
が
認

知
症
患
者
に
、
あ
る
い
は
そ
の

介
護
家
族
と
な
る
可
能
性
が
あ

る
わ
け
で
す
」
と
指
摘
す
る
の

は
、
認
知
症
診
療
の
第
一
人
者

で
、公
益
社
団
法
人「
認
知
症
の

人
と
家
族
の
会
」
神
奈
川
県
支

　
厚
生
労
働
省
研
究
班
の
調
査

に
よ
れ
ば
、
65
歳
以
上
の
認
知

症
高
齢
者
数
は
、
２
０
１
２
年

時
点
で
約
４
６
２
万
人
。
健
常

者
と
認
知
症
と
の
境
界
に
あ
る

Ｍ
Ｃ
Ｉ
（
軽
度
認
知
障
害
）
の

４
０
０
万
人
と
合
わ
せ
る
と
、

65
歳
以
上
の
４
人
に
１
人
が
認

知
症
お
よ
び
そ
の
予
備
軍
と
推

計
さ
れ
て
い
る
。

「
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
今

後
認
知
症
患
者
数
も
増
加
の
一

性
の
家
族
に
対
し
て
、
鉄
道
会

社
が
、
振
替
輸
送
費
や
人
件
費

な
ど
の
損
害
賠
償
と
し
て
、
７

２
０
万
円
も
の
金
額
を
請
求
す

る
事
案
が
起
こ
っ
て
い
る
。
裁

判
所
は
、
１
審
で
鉄
道
会
社
の

言
い
分
を
認
め
て
妻
と
長
男
に

約
７
２
０
万
円
の
支
払
い
を
、

続
く
２
審
で
は
、
離
れ
て
暮
ら

す
長
男
の
監
督
責
任
分
を
免
じ

る
な
ど
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し

て
、
お
よ
そ
半
分
と
な
る
約
３

６
０
万
円
の
支
払
い
を
命
じ

た
。
そ
し
て
大
き
な
注
目
を
集

め
た
16
年
３
月
の
最
高
裁
判
決

で
は
、
患
者
家
族
の
賠
償
責
任

を
認
め
ず
、
鉄
道
会
社
側
の
逆

転
敗
訴
が
確
定
し
て
い
る
。

「
最
高
裁
判
決
に
よ
っ
て
、
認

知
症
家
族
に
は
一
切
賠
償
責
任

が
発
生
し
な
い
も
の
と
誤
解
し

て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
強
調
す

る
の
は
、
主
に
損
害
賠
償
を
専

門
と
す
る
田
中
広
太
郎
弁
護
士

だ
。
同
事
件
で
は
、
妻
が
高
齢

で
要
介
護
認
定
も
受
け
て
お
り
、

別
に
暮
ら
す
息
子
も
父
親
と
の

接
触
機
会
が
多
く
な
か
っ
た
。

部
代
表
も
務
め
る
川
崎
幸さ

い
わ
いク

リ
ニ
ッ
ク
の
杉
山
孝
博
院
長
だ
。

　
認
知
症
は
、
記
憶
力
や
判
断

力
、
推
理
力
、
学
習
能
力
な
ど

の
知
的
機
能
が
低
下
す
る
こ
と

で
社
会
生
活
が
困
難
に
な
る
病

気
の
総
称
だ
。
そ
の
症
状
は
、

認
知
症
患
者
な
ら
誰
も
が
抱
え

る
中
核
症
状
と
、
患
者
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
あ
ら
わ
れ
方
が
異

な
る
行
動
・
心
理
症
状
（
Ｂ
Ｐ

Ｓ
Ｄ
）
に
大
別
さ
れ
る
。

　
中
核
症
状
に
は
、
直
前
の
出

来
事
を
忘
れ
て
し
ま
う
記
憶
障

害
や
、
日
時
や
場
所
の
感
覚
が

な
く
な
る
見
当
識
障
害
、
言
葉

こ
の
た
め
両
者
と
も
に
監
督
責

任
を
問
え
な
い
も
の
と
判
断
さ

れ
た
よ
う
だ
、
と
説
明
す
る
。

「
家
族
や
同
居
人
に
十
分
介
護

を
行
う
体
力
が
あ
り
、
日
常
生

活
で
患
者
さ
ん
と
密
な
関
係
を

築
い
て
い
た
場
合
な
ど
は
賠
償

責
任
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ

　
こ
の
鉄
道
事
故
で
は
老
老
介

護
の
問
題
と
も
相
ま
っ
て
、
患

者
家
族
側
へ
の
同
情
的
な
意
見

が
多
く
聞
か
れ
た
。「
で
す
が

同
時
に
、
被
害
に
あ
っ
た
側
の

こ
と
も
考
え
な
い
と
い
け
な
い
」

と
田
中
弁
護
士
。「
た
と
え
ば
、

い
き
な
り
路
上
で
押
し
倒
さ
れ

て
重
症
を
負
っ
た
、
あ
る
い
は

見
知
ら
ぬ
人
に
大
切
な
も
の
を

壊
さ
れ
た
、
と
い
っ
た
事
件
に

遭
遇
し
た
場
合
、
加
害
者
が
た

ま
た
ま
認
知
症
患
者
だ
っ
た
か

ら
と
い
っ
て
、
被
害
者
側
が
何

の
補
償
も
受
け
ら
れ
な
い
の
は

大
変
な
悲
劇
で
す
」

　
民
間
の
保
険
商
品
の
中
に

は
、
日
常
生
活
の
中
で
法
律
上

の
賠
償
責
任
を
負
っ
た
際
の
損

害
を
補
償
す
る
個
人
賠
償
責
任

保
険
が
あ
る
。
認
知
症
患
者
を

抱
え
る
家
族
は
、
こ
う
し
た
保

険
で
、
あ
ら
か
じ
め
リ
ス
ク
ヘ

ッ
ジ
を
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、

保
険
商
品
に
よ
っ
て
は
、
約
款

中
に
「
被
保
険
者
の
心
神
喪
失

に
起
因
す
る
賠
償
責
任
」
を
掲

げ
て
お
り
、
認
知
症
患
者
に
よ

る
加
害
事
故
を
保
険
支
払
い
の

が
理
解
で
き
な
く
な

る
失
語
な
ど
が
あ

り
、
Ｂ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
と
し

て
は
、
介
護
家
族
が

特
に
難
渋
す
る
徘は

い
徊か

い

や
、
暴
力
・
暴
言
、

妄
想
、
幻
覚
、
抑
う

つ
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

る
。

「
認
知
症
患
者
は
知
力
の
衰
え

か
ら
、
悪
徳
商
法
や
詐
欺
な
ど

の
被
害
者
と
な
り
が
ち
で
す
。

そ
の
一
方
で
、
突
然
怒
り
出
し

て
周
囲
の
人
に
殴
り
か
か
っ
た

り
（
傷
害
）、
万
引
き
な
ど
の

窃
盗
、
器
物
損
壊
な
ど
の
加
害

り
得
ま
す
」
と
田
中
弁
護
士
。

　
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
ケ
ー
ス

バ
イ
ケ
ー
ス
、
考
え
よ
う
に
よ

れ
ば
、
一
生
懸
命
愛
情
を
持
っ

て
こ
ま
や
か
に
患
者
の
介
護
を

し
て
い
る
家
族
の
方
が
賠
償
責

任
を
負
う
可
能
性
が
高
く
な
り

か
ね
な
い
こ
と
に
な
る
。

者
に
も
な
り
得
ま
す
。
介
護
家

族
が
そ
の
監
督
責
任
を
問
わ
れ

て
、
損
害
賠
償
を
求
め
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
」
と
、
杉
山

院
長
は
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

　
07
年
に
は
、
徘
徊
中
に
列
車

に
轢ひ

か
れ
死
亡
し
た
認
知
症
男

対
象
に
含
め
て
い
な
い
も
の
も

あ
る
。
個
人
賠
償
責
任
保
険
に

加
入
し
た
か
ら
と
い
っ
て
安
心

は
で
き
な
い
の
だ
。

　
こ
う
し
た
中
、
８
月
１
日
、

認
知
症
患
者
が
起
こ
し
た
損
害

賠
償
に
対
応
す
る
個
人
賠
償
責

任
保
険「
リ
ボ
ン
認
知
症
保
険
」

（
販
売
：
リ
ボ
ン
少
額
短
期
保

険
株
式
会
社
、
問
：w

w
w
.ri

bon.com

）
の
販
売
が
ス
タ
ー

ト
し
た
。
同
保
険
に
は
、
年
間

１
万
９
８
０
０
円
の
保
険
料
で

５
０
０
万
円
分
の
損
害
賠
償
が

補
償
さ
れ
る
プ
ラ
ン
と
、
年
間

保
険
料
２
万
４
８
０
０
円
で
１

０
０
０
万
円
ま
で
補
償
さ
れ
る

プ
ラ
ン
が
用
意
さ
れ
て
い
て
、

い
ず
れ
も
、
認
知
症
患
者
が
他

人
を
傷
つ
け
た
り
、
他
人
の
物

を
損
壊
し
た
り
、
ま
た
は
先
の

鉄
道
事
故
の
よ
う
に
、
誤
っ
て

線
路
に
侵
入
し
て
電
車
を
遅
延

さ
せ
る
な
ど
し
た
場
合
の
賠
償

責
任
を
補
償
し
て
く
れ
る
。
加

入
時
に
認
知
症
と
の
診
断
書
が

な
く
て
も
大
丈
夫
な
の
で
、
た

と
え
ば
認
知
症
の
前
駆
状
態
で

あ
る
Ｍ
Ｃ
Ｉ
の
人
が
、
後
々
の

家
族
の
こ
と
を
慮

お
も
ん
ぱ
か
っ
て
申

し
込
み
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
田
中
弁
護
士
は
、「
監
督
責

任
が
認
め
ら
れ
て
賠
償
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
と
き
、
こ
う
し
た

保
険
に
入
っ
て
い
れ
ば
、
加
害

側
は
も
ち
ろ
ん
、
被
害
側
を
も

守
っ
て
く
れ
る
」
と
語
る
。

　
政
府
は
15
年
か
ら
、「
認
知

症
施
策
推
進
総
合
戦
略
（
新
オ

レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
）」
に
基
づ
き
、

認
知
症
理
解
の
普
及
・
啓
発
や

介
護
者
支
援
な
ど
に
取
り
組
み

始
め
て
い
る
。
杉
山
院
長
は
、

「
認
知
症
は
社
会
全
体
の
問
題
。

損
害
賠
償
に
つ
い
て
も
、
公
的

補
償
制
度
の
導
入
が
理
想
的
で

す
」
と
言
う
が
、
実
現
へ
の
道

の
り
は
ま
だ
遠
く
、
ま
ず
は
個

人
が
自
衛
の
策
を
講
じ
た
方
が

良
い
。
認
知
症
患
者
の
家
族
側

は
、
損
害
賠
償
の
不
安
を
少
し

で
も
や
わ
ら
げ
、
安
心
し
て
愛

す
る
人
の
介
護
が
で
き
る
よ

う
、
保
険
商
品
の
検
討
を
始
め

て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

介
護
者
の
経
済
的
な
負
担
を
軽
減

　
認
知
症
患
者
数
の
増
加
に
伴
い
、
関
連
す
る
事
故
や
事

件
が
頻
発
。
患
者
家
族
に
は
介
護
の
労
苦
に
加
え
、「
損

害
賠
償
」
と
い
う
重
荷
も
の
し
か
か
っ
て
い
る
。

高齢者の４人に１人が認知症とその予備軍

川崎幸クリニックの
杉山孝博院長

品川国際法律事務所
の田中広太郎弁護士


