
認
知
症
者
の
徘
徊
と
家
族
の
責
任

後見人等には法定監督義務が
ＪＲ列車遅延事故、２審でも家族の責任認める

家永　勲
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フ
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不
動
産
、
企
業
法
務
関

連
の
法
律
業
務
、
財
産
管

理
、
相
続
を
は
じ
め
と
す

る
介
護
事
業
、
高
齢
者
関

連
法
務
が
得
意
分
野
。

　
介
護
業
界
、
不
動
産
業

界
で
の
ト
ラ
ブ
ル
対
応
と

そ
の
予
防
策
に
つ
い
て
セ

ミ
ナ
ー
や
執
筆
も
多
数
。

弁
護
士
法
人
ア
ヴ
ァ
ン
セ
リ
ー

ガ
ル
グ
ル
ー
プ
執
行
役
員

企
業
法
務
事
業
部
部
長

　
認
知
症
の
発
症
と
と
も

に
徘
徊
傾
向
が
出
る
ご
老

人
も
お
ら
れ
、
本
連
載
で

も
徘
徊
に
よ
っ
て
生
じ
た

介
護
事
故
に
つ
い
て
紹
介

し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
今
回
は
、
徘
徊
傾
向

に
つ
い
て
家
族
の
責
任
を

問
わ
れ
て
い
る
事
案
を
ご

紹
介
し
ま
す
。

　
徘
徊
中
の
認
知
症
の
老

人
が
線
路
内
に
立
ち
入
っ

た
結
果
、列
車
と
衝
突
し
、

列
車
に
生
じ
た
遅
延
な
ど

の
損
害
に
つ
い
て
、
相
続

人
で
あ
る
老
人
の
家
族
に

対
し
て
賠
償
請
求
が
行
わ

れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
先

日
、
名
古
屋
高
等
裁
判
所

に
お
い
て
判
決
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
結
果
は
、
当
時


歳
で
あ
っ
た
妻
に
対
し

て
は
、
３
５
９
万
円
の
損

害
賠
償
を
認
め
、
長
男
の

責
任
に
つ
い
て
は
、
否
定

し
ま
し
た
。

　
本
件
の
特
徴
は
、
家
族

に
対
し
て
民
法
７
１
４
条

に
基
づ
く
監
督
義
務
者
の

責
任
が
あ
る
と
し
て
請
求

さ
れ
た
点
に
あ
り
ま
す
。

ま
ず
は
、
一
体
ど
う
い
っ

た
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い

る
か
と
い
う
と
、
責
任
能

力
が
認
め
ら
れ
な
い
者
に

は
損
害
賠
償
責
任
を
負
担

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
、
法
定
の
監
督
義
務

を
負
担
す
る
者
や
そ
れ
に

代
わ
っ
て
監
督
す
る
者

は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
損

害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
典
型

的
に
は
、
未
成
年
者
が
起

こ
し
た
事
故
に
対
す
る
親

の
責
任
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
が
、
認
知
症
に
よ
り

責
任
能
力
が
な
い
状
態
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に

も
民
法
７
１
４
条
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
し
て
、
責
任
を
負

担
す
る
こ
と
に
な
る
の

は
、
法
定
の
監
督
義
務
を

負
担
す
る
後
見
人
や
監
督

義
務
者
に
代
わ
っ
て
そ
の

義
務
を
果
た
す
と
さ
れ
る

入
院
中
の
病
院
長
、
高
齢

者
施
設
の
事
業
主
な
ど
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
長
男
の
方
は
後
見
人
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
１
審

の
名
古
屋
地
裁
で
は
、
後

見
人
と
ほ
ぼ
同
視
で
き
る

程
度
の
財
産
管
理
な
ど
を

行
っ
て
い
た
こ
と
や
情
報

共
有
が
な
さ
れ
て
い
た
こ

と
な
ど
か
ら
損
害
賠
償
責

任
が
肯
定
さ
れ
ま
し
た

が
、
控
訴
審
で
あ
る
名
古

屋
高
裁
に
お
い
て
は
、
長

男
の
責
任
は
否
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
認
知
症
な
ど
の
高
齢
者

の
方
に
つ
い
て
、
本
人
に

代
わ
っ
て
財
産
を
管
理
す

る
制
度
と
し
て
後
見
人
制

度
が
あ
り
ま
す
が
、
後
見

人
と
な
る
場
合
に
は
、
こ

う
い
っ
た
責
任
も
合
わ
せ

て
負
担
す
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、

後
見
人
制
度
を
利
用
し
て

い
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
、
事
実
上
同
様
の
働
き

を
し
て
い
る
場
合
は
、
法

定
監
督
義
務
者
に
準
じ
る

者
と
し
て
民
法
７
１
４
条

に
基
づ
く
責
任
が
肯
定
さ

れ
て
い
る
裁
判
例
は
過
去

に
も
存
在
し
て
お
り
、
名

古
屋
高
裁
の
よ
う
に
責
任

が
否
定
さ
れ
る
と
は
限
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
徘
徊
に

つ
い
て
は
、
無
断
の
外
出

に
気
づ
く
た
め
の
セ
ン
サ

ー
の
設
置
な
ど
が
求
め
る

判
断
も
多
く
、
本
件
で
は

当
該
セ
ン
サ
ー
の
電
源
が

切
ら
れ
て
お
り
徘
徊
に
気

づ
か
な
か
っ
た
こ
と
が
責

任
を
肯
定
す
る
原
因
の
一

つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
在
宅
介
護
に
課
題
を
投

げ
か
け
る
重
要
な
裁
判
例

で
は
あ
り
ま
す
が
、
事
業

者
に
お
い
て
も
徘
徊
に
対

す
る
対
策
な
ど
配
慮
す
べ

き
点
に
つ
い
て
し
っ
か
り

と
参
考
に
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。


