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高齢期のお金や介護の不安
家族で話し合って解消を

介護に備える保険商品の活用も

介
護
に
か
か
る
費
用
が

1
０
0
０
万
円
を
超
え
る
こ
と
も

　

高
齢
に
な
る
と
急
な
病
気
や
ケ
ガ
で

入
院
し
た
り
、
認
知
症
や
介
護
が
必
要

に
な
っ
た
り
す
る
リ
ス
ク
が
高
ま
る
。

そ
の
と
き
預
金
が
ど
こ
の
銀
行
の
ど
の

口
座
に
あ
る
か
、
ど
ん
な
保
険
に
入
っ

て
い
る
か
な
ど
お
金
に
関
す
る
情
報
や

介
護
へ
の
希
望
な
ど
を
家
族
で
共
有
す

る
こ
と
は
大
切
だ
。
夏
休
み
、
帰
省
な

ど
の
機
会
に
話
し
合
っ
て
お
く
と
よ
い
。

　

特
に
心
配
な
こ
と
の
一
つ
が
介
護
だ
。

た
だ
漠
然
と
し
た
不
安
は
あ
る
も
の
の
、

要
介
護
状
態
（
自
力
だ
け
で
生
活
を
営

む
こ
と
が
困
難
で
、
何
ら
か
の
介
護
が

必
要
な
状
態
）
に
な
る
可
能
性
な
ど
に

つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
厚
生
労
働
省
の

デ
ー
タ
等
を
見
て
み
る
と
、
年
齢
別
の

人
口
に
対
し
て
要
介
護
（
要
支
援
を
含

む
）
の
認
定
者
の
割
合
は
、
65
歳
以
上

75
歳
未
満
で
は
約
23
・
5
人
に
1
人
、

75
歳
以
上
で
は
約
3
・
2
人
に
1
人
と

な
っ
て
い
る
。
当
然
だ
が
、
年
齢
が
上

が
る
ほ
ど
要
介
護
状
態
に
な
る
可
能
性

は
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
分
か
る
。

　

要
介
護
に
な
っ
た
と
き
、
ど
の
く
ら

い
お
金
が
か
か
る
の
か
も
気
に
な
る
と

こ
ろ
だ
。
生
命
保
険
文
化
セ
ン
タ
ー
の

「
平
成
30
年
度
生
命
保
険
に
関
す
る
全

国
実
態
調
査
」
に
よ
る
と
、
世
帯
主
ま

た
は
配
偶
者
が
要
介
護
状
態
と
な
っ
た

場
合
に
必
要
だ
と
考
え
る
初
期
費
用
の

平
均
は
2
4
2
万
円
、
毎
月
の
介
護
費

用
の
平
均
は
16
・
6
万
円
と
な
っ
て
い

る
。
実
際
に
介
護
を
経
験
し
た
人
の
平

均
介
護
期
間
は
54
・
５
カ
月
な
の
で
、

毎
月
の
介
護
費
用
に
平
均
介
護
月
数
を

掛
け
た
も
の
と
一
時
的
な
費
用
を
合
わ

せ
た
総
額
の
平
均
は
、
約
1
1
4
6
万

円
と
な
る
。
実
際
に
は
、
要
介
護
度

（
１
〜
５
）
や
、
在
宅
介
護
か
施
設
介

護
か
に
よ
っ
て
金
額
は
異
な
っ
て
く
る

が
、
一
般
的
に
介
護
に
は
多
額
の
費
用

が
か
か
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
事
前

に
準
備
す
る
方
法
を
考
え
て
お
く
の
が

望
ま
し
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

保
険
金
・
給
付
金
等
の

請
求
漏
れ
防
ぐ
制
度

　

高
齢
に
な
る
に
つ
れ
て
も
う
一
つ
心

配
に
な
る
の
は
認
知
症
だ
ろ
う
。
内
閣

府
の
「
平
成
29
年
版
高
齢
社
会
白
書
」

に
よ
る
と
、
認
知
症
患
者
数
は

2
0
1
2
年
に
は
4
6
2
万
人
と
65
歳

以
上
の
高
齢
者
の
7
人
に
1
人
だ
っ
た

が
、
25
年
に
は
約
7
3
0
万
人
、
5
人

に
1
人
に
な
る
と
見
込
む
。
認
知
症
に

な
り
介
護
が
必
要
な
ケ
ー
ス
も
増
え
て

い
る
。
認
知
症
は
徐
々
に
進
行
す
る
ケ

ー
ス
が
多
い
。
軽
度
の
う
ち
は
周
囲
の

サ
ポ
ー
ト
を
受
け
な
が
ら
自
立
し
て
生

活
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
認
知
機
能

の
衰
え
が
進
む
と
、
身
の
回
り
の
こ
と

に
不
自
由
が
生
じ
た
り
、
お
金
の
管
理

が
で
き
な
く
な
っ
た
り
し
て
日
常
生
活

に
支
障
を
き
た
す
。

　

銀
行
口
座
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の

暗
証
番
号
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
場
合
で
も
、
預
金
を
引
き
出
せ
る

の
は
原
則
と
し
て
預
金
者
本
人
な
の
で
、

家
族
が
代
わ
り
に
引
き
出
せ
な
い
。
ま

た
、
預
金
者
が
認
知
症
で
判
断
能
力
を

失
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
と
、
銀
行

が
そ
の
人
の
預
金
口
座
を
凍
結
す
る
こ

と
が
あ
る
。
預
金
者
の
財
産
を
守
り
、

詐
欺
や
不
正
に
巻
き
込
ま
れ
た
り
す
る

の
を
防
ぐ
た
め
だ
が
、
そ
う
な
る
と
自

分
の
生
活
費
や
介
護
に
必
要
な
お
金
が

手
当
て
で
き
な
い
ケ
ー
ス
も
出
て
く
る
。

　

解
決
方
法
と
し
て
「
成
年
後
見
制
度
」

の
利
用
が
考
え
ら
れ
る
。
家
庭
裁
判
所

に
申
し
立
て
て
後
見
人
を
選
任
し
て
も

ら
う
と
、
後
見
人
が
本
人
に
代
わ
っ
て

通
帳
・
印
鑑
の
管
理
、
預
金
の
出
し
入

れ
な
ど
の
財
産
管
理
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
仕
組
み
だ
。

　

同
様
の
問
題
は
生
命
保
険
で
も
起
こ

り
う
る
。
例
え
ば
医
療
保
険
で
被
保
険

者
（
保
険
の
対
象
と
な
る
人
）
と
入
院

給
付
金
等
の
受
取
人
が
同
じ
と
い
う
保

険
契
約
の
場
合
、
被
保
険
者
が
認
知
症

な
ど
で
保
険
の
請
求
が
で
き
ず
、
請
求

漏
れ
が
起
こ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
生
命
保
険
に
は
指
定
代
理
請

求
制
度
が
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
指
定
し

て
お
い
た
代
理
人
が
保
険
金
や
給
付
金

を
請
求
で
き
る
仕
組
み
で
、
代
理
人
に

な
れ
る
の
は
配
偶
者
や
３
親
等
以
内
の

親
族
な
ど
。
契
約
中
の
保
険
に
後
か
ら

代
理
人
を
指
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

高
齢
者
の
お
金
の
管
理

金
融
商
品
で
解
決

　

介
護
費
用
や
高
齢
者
の
お
金
の
管
理

問
題
を
金
融
商
品
で
解
決
し
よ
う
と
す

る
動
き
も
あ
る
。

　

例
え
ば
銀
行
や
証
券
会
社
等
で
生
命

保
険
を
販
売
す
る
P
G
F
生
命
で
は
、

死
亡
保
障
が
一
生
涯
続
く
の
と
同
時
に
、

公
的
介
護
保
険
の
要
介
護
２
以
上
に
認

定
さ
れ
た
ら
介
護
保
険
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
年
齢
を

重
ね
る
ご
と
に
高
ま
る
介
護
リ
ス
ク
や

家
族
の
介
護
に
対
す
る
不
安
に
備
え
る

こ
と
が
で
き
て
安
心
だ
。

　

ま
た
、
契
約
者
に
代
わ
っ
て
家
族
が

保
険
契
約
を
照
会
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
も

あ
る
。
Ｐ
Ｇ
Ｆ
生
命
で
は
、
あ
ら
か
じ

め
保
険
契
約
者
が
家
族
を
登
録
し
て
お

く
こ
と
で
、
契
約
者
に
代
わ
り
家
族
が

保
険
契
約
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
や
各

種
請
求
書
を
契
約
者
に
送
る
よ
う
申
し

出
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
「
Ｐ
Ｇ
Ｆ
ご

家
族
登
録
サ
ー
ビ
ス
」
を
提
供
し
て
い

る
。
親
の
加
入
し
て
い
る
保
険
の
内
容

を
子
が
確
認
し
た
り
、
親
の
代
わ
り
に

子
が
書
類
の
取
り
寄
せ
を
依
頼
で
き
た

り
す
る
わ
け
だ
。
こ
の
仕
組
み
を
指
定

代
理
請
求
制
度
と
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、

介
護
状
態
に
な
っ
た
り
認
知
症
な
ど
に

な
っ
て
も
保
険
に
関
す
る
手
続
き
が
ス

ム
ー
ズ
に
で
き
、
請
求
漏
れ
の
防
止
に

も
つ
な
が
る
。

　

「
人
生
1
0
0
年
時
代
」
を
迎
え
た

現
在
、
ど
の
よ
う
な
備
え
を
す
れ
ば
い

い
の
か
早
め
に
家
族
で
話
し
合
っ
て
お

く
こ
と
が
大
切
だ
。
生
命
保
険
に
つ
い

て
は
銀
行
や
証
券
会
社
等
で
も
相
談
で

き
る
。
高
齢
に
な
っ
た
と
き
の
お
金
の

不
安
を
解
消
す
る
た
め
、
近
く
の
銀
行

や
証
券
会
社
等
へ
出
向
い
て
み
る
の
も

い
い
か
も
し
れ
な
い
。

推定患者数（左目盛り）

推定有病率（右目盛り） 33.3
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※各年齢の認知症有病率が上昇する場合の推計
出所：内閣府「平成29年版高齢社会白書」より作成

　日本人の平均寿命は年々延びている。長生きは喜ばしい半面、お金や介護・認知症などに不安を
感じる人も多い。それを解消するには事前の準備が欠かせない。「お金に関する情報を家族で共有
する」「介護に対応できる生命保険商品を活用する」など、今できることを考えて実行しておくと安心だ。


