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ご挨拶 
Smiling Ending Note をダウンロードいただき、ありがとうございます。 

このノートは、終活のすべての課題（医療・介護・認知症・葬儀・お墓（納骨）・財

産）を網羅しています。人生の最終章に向けての課題に向き合うことで、残りの人生

を安心して過ごしていただけると思います。 

 かなりのボリュームがありますので、書けるところから書いていってください。筆

が進まないときは、無理に書かなくても大丈夫です。チェック欄を用意していますの

で、書いた項目をチェックしていってください。 

このノートが少しでもお役に立てば幸いです。      行政書士 鱸 弥生 
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私の基本情報 

お名前・生年月日 
              年   月   日生 

住 所  

電話番号(固定・携帯)  

メールアドレス 

 

 

 

勤務先 
名称               TEL 

住所 

出生地  

名前の由来や 

出生秘話 
 

本籍地※  

両親  

兄弟姉妹  

趣味など  

 

 本籍地は、相続手続きの戸籍取得に必ず必要になります。必ず記入しておきましょう。 

記入日   年  月  日 
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健康の記録 

 名  前  （関係） 電話番号 

緊急連絡先（1）   

緊急連絡先（2）   

 

血液型 型（RH+   RH-） 

既往症・アレルギー  

健康保険証または 

後期高齢者医療証 番号 
保管場所 

介護保険証 番号 

いつも飲んでいる薬  

 

かかりつけ病院 

病院名・科目・医師名                   

住所・電話番号                        

診察券 番号            保管場所 

 

病院名・科目・医師名    

住所・電話番号  

診察券 
番号            保管場所 

  一人暮らしの方は、このページを印刷して冷蔵庫や玄関、枕元に置いておくとよいでしょう。 

記入日   年  月  日 
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思い出 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                    

 

                                    

 

                                    

 

                                    

 

                                    

 

                                    

 

                                    

 

                                    

 

                                    

 

                                    

 

                                    

 

                                    

 幼少期、小・中・高、その他学校の思い出、家族や会社時代の思い出などを書きましょう。 

記入日   年  月  日 
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思い出 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

写真などを添付しましょう 

 

 

記入日   年  月  日 
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大切な方へのメッセージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   用紙が足りない場合はコピーしてください。 
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         へ 

 

                                    

 

                                    

 

                                    

 

                                    

         へ 

記入日   年  月  日 
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記入日   年  月  日 

医 療 
 

  同意書 
入院したとき、だれが手術の同意書にサインをしてくれますか？ 

 
名前                       関係              

 

 家族や親族がいない場合、だれにサインをお願いするのかを考える必要がありま

す。 

 

 

臓器提供 
あなたは、交通事故に遭い意識不明の状態で病院に運ばれ、医師から脳死状態と

言われました。あなたは臓器提供を希望しますか？ 

 

□希望しない  □希望する  □一部のみ希望する（          ） 

 

 保険証や免許証の裏にも書いておきましょう。 

 

 

感染症 

あなたは感染症にかかり重症化しました。どのような治療を望みますか？ 

 

  □人工呼吸器をつけて助かる見込みがあればつけてください。 

 

  □人工呼吸器はつけないでください。 

 

□             が判断してください。 

 

  □人工呼吸器が足りなかったら、他の人のために使ってください。 

   

  □エクモを使用して助かる見込みがあれば使用してください。 

 

  □エクモは使用しないでください。 
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□            が判断してください。 

 

□ エクモが足りなかったら、他の人のために使ってください。 

 

家族へのメッセージを書いておきましょう。 

 

                                        

 

                                        

 

  

終末期医療と延命治療 

①誤嚥性肺炎 

高齢のあなたは誤嚥
ご え ん

性
せい

肺炎で入院後、回復せず食べ物を食べられなくなりました。

医師から、経管栄養（①胃ろう、②経鼻経管栄養、③静脈栄養）を勧められまし

た。あなたはどうしたいですか？ 

 

① 胃ろう→ お腹から胃に直接穴を開けて栄養を注入する。 

② 経鼻経管栄養 → 鼻の穴からチューブを通して体内に栄養を注入する。 

③ 静脈栄養 → 末梢静脈（腕や足）栄養と中心静脈（鎖骨の下の静脈など） 

    栄養がある。末梢静脈栄養は点滴のようなイメージ 

  医学的な知識は別途、主治医などにお聞きください。 

 

  □回復の見込みがない場合、延命治療はしたくありません。何らかの措置をしな

ければ病院に置いてもらえない場合、末梢静脈栄養のみでお願いします。 

 

  □可能ならば自宅に帰りたい 

 

□その他の希望 

 

                                      

 

 誤嚥性肺炎で入院し経管栄養されるケースは多いです。高齢者の終末期医療に経

管栄養を希望しない場合、その意思をご家族などに伝えておく必要があります。
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経管栄養の知識がないと、病院の勧められるままに経管栄養をされる可能性があ

ります。 

 自宅に帰る場合、容態が悪化しても救急車を呼ばない覚悟が必要になります。サ

ポートしてくれる医師や看護師の存在が不可欠になります。 

 

②ガンなどで余命宣告された場合 

□苦痛を取り除く医療措置はお願いしたいが、機械などで生かされるだけの延命 

治療は不要です 

 

□ホスピスを希望します 

 

□自宅で看取ってほしい 

 

□その他の希望                                      

 

 自宅で看取る場合、サポートしてくれる医師や看護師の存在が不可欠です。 

 

③その他 

 

                                       

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

延命治療を望まない意思表示として尊厳死宣言をする方法があります。 

1. 尊厳死宣言公正証書を作成 

  公証役場で作成します。治療の際、それを医師に見せることで延命治療を 

望んでいないことを証明できます。 

2. 日本尊厳死協会に入会し尊厳死宣言（リビング・ウイル）をする 

  日本尊厳死協会会員になると、リビング・ウイルが記載された会員証がも 

らえるので、それを医師に見せます。毎年、年会費が必要。 

 

特にご家族がいらっしゃらない方や遠方の方は、尊厳死宣言をお勧めします。 

万一のときに頼れる方に渡しておくのがよいでしょう。 

 

尊厳死宣言         
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献体・献眼 
①献体 

    □献体登録しています    □献体登録していません 

 

連絡先                                     

 

 

②献眼 

    □アイバンクに登録しています    □アイバンクに登録していません 

 

  連絡先                                    

 

 献体やアイバンクに登録する場合、ご家族などの承諾が必ず必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

献体とは 

献体は、医学および歯学の発展のため、死後に肉体（遺体）を無償で提供する

ことです。献体の登録をするには、居住地の都道府県にある医科大学（大学医学

部）、歯科大学（大学歯学部）、または財団法人日本篤志献体協会に申し込みま

す。登録されると連絡先が書かれた登録証が送られてきます。 

死亡後、遺族が大学へ連絡し、葬儀終了後、遺体は大学へ運ばれることになり

ます。1～2 年後に遺骨が遺族に返還されます。 

献体登録をするためには必ずご家族の同意が必要です。 

 

献眼とは 

献眼は目の不自由な方のために、死後に角膜を提供するものです。献眼の登録

は、公益財団法人日本アイバンク協会に申し込みます。登録が完了すると、登録

証が送られてきます。 

死亡後に全眼を摘出するため、遺族は死亡後速やかに協会に連絡しなければな

りません。摘出された全眼の代わりに義眼が装着されます。 

アイバンクに登録するためには、必ずご家族の同意が必要です。 

献体・献眼       
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記入日   年  月  日 

介 護 

  要介護申請 
あなたに介護が必要になったとき、市町村役場に介護申請してくれる人はだれです

か？ 

 
名前                  関係                 

 

 ご家族がいない場合、だれにお願いするのかを考える必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  介護してくれる人 

 あなたを介護してくれるのは、上記の人ですか？ 

 

   □上記の人です      

 

□別の人です 名前                 関係           

 

 

どこでの介護を希望しますか？ 
 

□可能ならば自宅     □施設     □その他 

 

 当初は自宅介護が可能でも、症状が進むと施設入所になる可能性が高いです。 

・介護保険を利用して介護サービスを受けるには、住所地の市町村役場に要介

護認定の申請を行う必要があります。まずは、地域包括支援センター（各市町

村で呼び名が異なる）に相談に行きましょう。 

症状の軽い順に、要支援 1、要支援 2 

  要介護 1、要介護 2、要介護 3、要介護 4、要介護 5 です。 

支援が必要なしと判断された場合は、非該当（自立）になります。 

・申請から認定までには１か月程度かかります。 

介護サービス         
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介護費用は用意していますか？ 

 

 □預貯金・年金があります     □その他                

 

□介護保険を請求してください（具体的に） 

 

                                        

 

  判断能力低下時（認知症など）の財産管理 

 
□ 任意後見契約はまだですが              にお願いしたいです 

 

  □任意後見契約を結んでいます 

 

   任意後見受任者 

    住 所                              

 

    氏 名                TEL            

 

  □法定後見を希望します      □まだ考えていません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・判断能力が低下した方（認知症等）の財産管理を行う人を後見人といいます。

後見には、判断能力が低下してから家庭裁判所に申し立てる「法定後見」と、

あらかじめ、自分が認知症等になったときのために、信頼できる人に後見人

をお願いしておく「任意後見」があります。大切な契約ですので、「任意後見

契約」は公正証書で作成する必要があります。 

・法定後見は、本人に一定の資産がある場合、ご家族ではなく専門家が就任する

可能性が高いです。後見人を、ご家族も含めよく知っている信頼できる人に

お願いしたい場合は、任意後見をお勧めします。 

・任意後見契約は、本人が認知症等になり、任意後見受任者が家庭裁判所に「任

意後見監督人選任」の申立を行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した

時点から効力が発生します。任意後見監督人が後見人を監督するので、財産

の使い込みなどを防ぐことができます。 

後見契約         
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お葬式 

葬儀社 

□生前予約しています □決めています（生前予約なし） 

業者名                         

連絡先                         

□決めていません 

葬儀の方法 

□密葬  □家族葬  □直葬  □一日葬  □一般葬 

□後日お別れの会などを開いてください（複数選択可） 

予 算 □           円くらいで  □お任せします 

葬儀費用 

□用意しています（預貯金・保険金など） □用意していません 

 具体的に                       

喪 主 

□            さんにお願いします 

□決めていません                      

祭 壇 

□標準仕様    □その他    □お任せします   

具体的に                        

戒 名 

□戒名をつけてほしい   □戒名はいらない 

□既にあります                     

菩提寺 所在地                     

    TEL                      

記入日   年  月  日 
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遺 影※1 

□用意しています     □お任せします 

保管場所                        

死装束
しにょうぞく

※2 

（フューネラルドレス） 

□用意しています     □お任せします 

 保管場所                        

□次のものでお願いします  □和服   □ドレス 

□その他                       

供花・供物 □いただきます  □辞退します  □お任せします 

香 典 □いただきます  □辞退します  □お任せします 

音 楽 

□決めています  □お任せします   □不要です 

曲名・保管場所                     

会葬礼状 

□用意しています  □お任せします  □不要です 

具体的に                             

会葬礼品※3 

□用意しています  □お任せします  □不要です 

具体的に                        

※1 遺影 葬儀の際に飾られる写真。還暦などの節目に撮られる方も増えています。 

※2 死装束 故人が着る衣装。生前に自分で衣装を作ったり、好きなデザインのもの

を用意される方もいらっしゃいます。 

 

※3 会葬礼品 通夜、葬儀の弔問客に感謝の気持ちを伝えるお礼の品。会葬礼状とと

もに渡します。香典返しは後日行います。 
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コロナ禍以前より、一般葬よりも小規模な家族葬が多く行われ、都市部にお

いては直葬（通夜・葬儀を行わず、直接火葬場に行きお別れする）が増加傾向

にありました。その状況に輪をかけたのが、コロナ禍です。人との接触を避け

るため、直葬を選択する人が増え、また、新しい形態の一日葬（通夜をなくし

て、葬儀のみを１日で行う）も増加傾向にあるそうです。 

コロナが終息すれば、お葬式は今まで以上に多様化していくのではないでし

ょうか。お葬式はこの世での最後の儀式ですが自分で執り行うことはできませ

ん。愛する人たちとの最後のお別れをどのようにしたいのかの希望がある方

は、必ずそれを託せる人に伝えておきましょう。 

（死亡する時期により希望通りの葬儀が行われるかどうかはわかりません） 

昨今のお葬式事情         

戒名は、故人が仏の弟子になった「しるし」として葬儀の際に菩提寺（先祖

代々の位牌やお墓があるお寺のこと）の僧侶につけてもらう名前のことです。

菩提寺に納骨する場合、各宗派の儀式として戒名をつけることが条件になって

いることもあり、戒名をつけない場合、あるいは菩提寺以外の僧侶に戒名をつ

けてもらった場合には、納骨を拒否されるケースもあるようです。遺族が困ら

ないように、菩提寺の連絡先は必ず記載しておきましょう。 

戒名のトラブル         
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お墓（納骨）・供養 

納 骨 

□先祖と同じお墓に納骨してほしい 

□生前に用意したお墓に納骨してほしい 

□新しいお墓を購入して納骨してほしい 

□永代供養墓、納骨堂、合祀墓などに納骨してほしい 

□散骨してほしい □樹木葬にしてほしい   

場所                          

                            

□その他                        

□お金は用意しています  □お金は用意していません 

 具体的に                       

仏 壇 

□家の仏壇に祭ってほしい □仏壇はいりません 

□新しい仏壇を購入してほしい  

□手元供養など                     

                            

□お金は用意しています  □お金は用意していません 

 具体的に                       

法 要 

□      回忌まで行ってほしい □お任せします 

□場所                         

□参列者の範囲                     

□その他                        

記入日   年  月  日 
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改葬 

改葬とは、お墓に納められている遺骨を取り出して新しいお墓に移すことで

す。「お墓が遠方なので近くに移したい」、「お墓を継いでくれる子どもがい

ないので墓じまいをしたい」という方は、改葬という手続きが必要になりま

す。 

移転先のお墓を決める（受入証明書をもらう） → 菩提寺（あるいは墓地の

管理者）の許可をもらう （改葬許可申請書の記入必要欄に記載してもらう）

→ 「受入証明書」と「改葬許可申請書」を現在お墓のある市町村役場に持参

して「改葬許可証」を発行してもらう →遺骨の引っ越し 

改葬をする際には、ご家族はもちろんのこと、お墓の中に納められている遺

骨の親族にあたる方の了解を得ておくようにしましょう。 

菩提寺に相談 

改葬を行うためには、菩提寺（あるいは墓地の管理者）の許可が必要になり

ます。菩提寺には、⾧年、遺族に代わりお墓を管理してきたという意識があり

ます。感情的な行き違いでトラブルにならないよう、まずは⾧年お墓を管理し

ていただいたことに対して感謝の気持ちを述べ、そのうえで墓じまいの相談を

早めにされるのがよいでしょう。 

改葬には、現在のお墓の撤去費用、新しくお墓を購入する場合はその費用、

骨だしや納骨の際のお布施などの費用がかかります。また、檀家を離檀する場

合は、離檀料としていくらかのお布施を包むことが慣例になっています。費用

の目安がわからない場合は、菩提寺に聞く、ネットで調べるなどして相当と思

われる金額を支払うようにしましょう。 

お墓事情         
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永代供養 

「お墓を継いでくれる人がいない」場合、先祖代々の遺骨をどうするのかと

いうことと、自分の遺骨をどうするのかを考える必要があります。一般的には

永代供養を選択します。永代供養とは、遺族に代わって一定期間、墓地管理者

（お寺、納骨堂、共同墓、樹木葬墓地）が供養してくれ、最終的には合祀（他

の遺骨と一緒にまつられる）されるというものです。 

菩提寺が永代供養をしてくれるお寺だと、話は早いと思います。事情を説明

し、先祖代々と自分の遺骨の永代供養をお願いすれば、どのような方法がある

のかを教えてくれるはずです。ケースによって費用も変わってきますので、よ

く考えたうえで結論を出されたらよいでしょう。 

この場合、ご自身の遺骨をだれに納骨してもらうかを明確にし、その人にお

願いしておくことが大切です。お子さんがいらっしゃらない方は特に注意が必

要です。 

  菩提寺が永代供養を行っていない場合、別の場所に永代供養をお願いするこ

とになります。立地場所や永代供養の内容、費用などをもとに検討されるとよ

いでしょう。 

樹木葬 

樹木葬は、墓石の代わりに樹木の下に遺骨を埋葬する方法。墓石を建てる必

要がなく経済的。永代供養をしてくれるところも多い。 

海洋散骨 

遺骨を粉骨にしたものを海にまくことです。お墓がなく祈る対象がないこと

から散骨を後悔する人もいるそうです。 
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仏壇は本来、信仰の対象であるご本尊
ほんぞん

（宗派により異なる）を祀るための

ものですが、一般的には先祖を祀るものという意識のほうが強いのではないで

しょうか。日本では仏壇に手を合わせ、今日一日一日をご先祖様に感謝すると

いう文化が古くから根づいていました。 

かつては美術工芸品のような仏壇を置く家庭も多くありましたが、今では住

環境に合わせコンパクトでシンプルなものを選択する人が増えています。 

位牌
い は い

 

 故人の戒名を記した木牌のこと。葬儀のときには白木の位牌（葬儀社が用

意）が使われ、四十九日の忌明け後からは本位牌が使われます。本位牌は仏壇

店で購入します。四十九日の法要で、菩提寺の住職に魂を入れていただき、商

品から「故人そのもの」になります。 

 

手元供養 

亡くなった方の遺骨や遺灰を手元に置き、供養することを手元供養といいま

す。遺骨をそばにおくことで故人を身近に感じられ、精神的に癒されるそうで

す。ミニ骨壺や遺骨を加工したオブジェ、持ち運びできるペンダントなど、い

ろいろな商品がでています。 

 

仏 壇         
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法要は、死者の冥福を祈り、その霊を慰めるための儀式です。仏教では、

死者は７週間（49 日間）、現生と冥途の間をさまようといわれています。そ

の間、死者が無事に極楽浄土に行き成仏できることを願い供養します。この期

間を中陰といいます。 

・初七日−死亡した日から７日目。初七日は、葬儀の後の遺骨迎えと合わせ

て行います。 

・四十九日−中陰が終わり、忌明けの法要をする。満中陰ともいいます。死

者の成仏を願い、親族、友人、知人が集まり、僧侶に読経を読んでもらっ

たあとは、皆で会食します。 

・年忌法要−死亡した同月同日の命日です。 

一周忌→死亡した翌年 

三回忌→一周忌の翌年 

（二回忌はなく、葬儀、一周忌、三回忌と３年連続で行います） 

その後は、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十

三回忌、五十回忌、百回忌と続きます。ほとんどは三十三回忌までで切り

上げます。 

 

平均寿命が延び、法要に参加する人の年齢も高くなっています。「自分の法

要は、３回忌までで終了にしてほしい」などの希望がある場合、親族同士が揉

めないようにしっかりノートに記載しておきましょう。 

 

コロナ禍における法要 

 法要の中止、延期、少人数化の動きが強まっています。 

法 要         
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ペットの情報 

お名前・生年月日 
    年   月  日生 

種類・性別                □オス   □メス 

血統書 
番号             保管場所  

避妊・去勢手術       □あり       □なし 

予防接種  

かかりつけ動物病院 
                 

TEL  

ペット保険 
会社名                        TEL 

証書番号           保管場所  

今までにかかった病気  

いつも飲んでいる薬  

エサ・散歩経路 

 

 

 

万一のとき 

□家族が面倒をみてください 

□              さんに、お世話をお願いしています 

連絡先                         

記入日   年  月  日 

※万一のときに、ペットのお世話をお願いする方には、予め了承を得ておきましょう。 

最近は特定の個人だけでなく、NPO 法人などにペットの世話を託す人も増えています。 

遺言書で遺産を遺すことを条件に、ペットの世話をお願いするのも 1 つの方法です。

（負担付き贈与） 
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ペットの写真 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真などを添付しましょう 
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財産の記録 

1. 年金 

【公的年金（国民年金・厚生年金など）】 

年金の種類 年金番号 受取口座（銀行名・支店名・口座番号） 

   

   

 

 

 

【私的年金】 

年金の種

類 

契約会社名 

連絡先 
証券番号 年金額 受給期間 

10 年 

確定年金 

○○株式会社 

TEL 1111-12-5555  
○○○○-〇〇 年額〇円 令和〇年～〇年 

     

     

 

 

2.預貯金 

金融機関名  

支店名  TEL  

普通・定期・その他 口座番号  金額  

 

金融機関名  

支店名  TEL  

普通・定期・その他 口座番号  金額  

 

 

 年金を既に受け取っている方は、受取口座も書いておきましょう。 

記入日   年  月  日 

記入日   年  月  日 
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金融機関名  

支店名  TEL  

普通・定期・その他 口座番号  金額  

 

金融機関名  

支店名  TEL  

普通・定期・その他 口座番号  金額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.貸金庫 

金融機関名  

支店名・TEL  

 

 

 

 

 

 

 

  

・相続発生後、貸金庫を開けるには、戸籍謄本等の必要書類を用意し、相続人

全員の同意が必要です。1 か月程度かかる場合もありますので、遺言書は貸

金庫に入れないことをお勧めします。 

・夫名義の貸金庫を妻が代理人として利用できる契約であっても、生前のみの

契約になりますので、ご注意ください。 

・貸金庫の鍵やカードの保管場所は、このノートに記載せず、信頼できる人に

伝えておくのがよいでしょう。 

・金融機関名・支店名だけで相続手続きは可能です。（暗証番号は必要ありません） 

・インターネットバンキングも忘れずに記入しましょう。 

・記入するのが面倒な方は、銀行名、支店名が書かれているページをコピーして

貼っておくだけでよいでしょう。通帳と印鑑は別々に保管しましょう。 

・海外に口座のある方は、相続が発生した場合の手続きについてあらかじめ調べ

ておきましょう。日本のように簡単にはいかないケースも多いのでご留意く

ださい。 

・通帳の数が多いと手続きが大変です。できるだけまとめるようにしましょう。 
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4.証券会社（株式・投資信託など）     記入日   年  月  日 

証券会社名・連絡先  

口座番号（ログイン ID）  合計金額  

商品名 数量 金額 備考 

〇〇株式会社 3,000 株 3,000,000  

    

    

    

    

    

 

証券会社名・連絡先  

口座番号（ログイン ID）  合計金額  

商品名 数量 金額 備考 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

・証券会社名・（支店名）だけで相続手続きは可能です。 

・インターネット証券も忘れずに記入しておきましょう。 

・暗証番号はわからなくても相続手続きは可能です。 

・金額は変動するものですので、書いても書かなくてもどちらでもよいです。 

・証券会社から送られてくる取引残高報告書のコピーを貼っておくだけでもよ

いでしょう。 
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5.FX、仮想通貨など            記入日   年  月  日 

会社名・連絡先  

口座番号（ログイン ID）  

  

 

会社名・連絡先  

口座番号（ログイン ID）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.不動産                 記入日   年  月  日 

【土地・建物・田畑・森林など】 

地目 所在地 持分 共有者 

土地    

建物    

    

    

 

 

 

・FX や仮想通貨取引はインターネット上で行い、家族にも知らせていない方

が多いのではないでしょうか。海外口座をご利用の方や仮想通貨で秘密鍵の

ウォレット（保管場所）を利用している場合は、利用会社の相続手続きを調

べ、必要な情報を伝えておきましょう。 
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【マンション】 

所在地 持分 共有者 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

7.その他資産（ゴルフ会員権、金塊、骨董品、宝飾品など）記入日  年  月  日 

品 名 購入先・連絡先など 
証券などの 

保管場所 
購入時期・金額 

    

    

    

    

 

8.保険年金保険は、1.年金の私的年金の箇所にご記入ください 記入日  年  月  日 

保険の種類  受取金 □ある □ない 

保険会社名  TEL  

証券番号  証券保管場所  

契約者  被保険者  

受取人  受取予定額  

 

・不動産は、法務局で「登記事項証明書」を取得し、権利関係を確認しましょ

う。亡くなった方の名義のままになっている場合は、名義変更手続きをとる

ようにしましょう。 

・書き方がよくわからない方は、「登記事項証明書」を貼っておきましょう。 
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保険の種類  受取金 □ある □ない 

保険会社名  TEL  

証券番号  証券保管場所  

契約者  被保険者  

受取人  受取予定額  

 

保険の種類  受取金 □ある □ない 

保険会社名  TEL  

証券番号  証券保管場所  

契約者  被保険者  

受取人  受取予定額  

 

保険の種類  受取金 □ある □ない 

 

 
   

保険会社名  TEL  

証券番号  証券保管場所  

契約者  被保険者  

受取人  受取予定額  

 

 

 

 

 

 

 

 

・保険の種類には、生命保険、医療保険、介護保険、年金保険、傷害保険、自動

車保険、火災保険、地震保険などがあります。特に重要なのは、死亡後の受取

金のある保険です。生命保険の他にも、死亡後受取金のあるものをチェックし

ておきましょう。 

・保険会社名・証券番号・連絡先があれば、相続手続きはスムーズに行えます。 
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9.貸付金（お金を貸している）            記入日   年  月  日 

借入先  連絡先  

借入金  借入日  

完済日  返済方法  

借入の理由  契約書保管場所  

 

 

 

 

 

 

10.負債（ローンや借金）               記入日   年  月  日 

借入先  連絡先  

借入金  借入日  

完済日  返済方法  

借入の理由  契約書保管場所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お金を貸した方が亡くなった場合、その相続人が債務者からお金を返済して

もらえます。トラブルにならないように契約書を作って保管しておきましょ

う。 

住宅ローンの場合、通常、団体信用生命保険に加入します。借主が死亡す

ると保険会社から銀行へ残債が一括返済され、その時点でローンは終了しま

す。 

相続放棄 

亡くなった方のプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄

することができます。手続きは、「自己のために相続の開始があったことを

知ったときから 3 月カ以内」に、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判

所に「相続放棄申述書」を提出します。それを過ぎると、相続人は負債を引

き継ぐことになりますのでご注意ください。 
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11.（連帯）保証人              記入日   年  月  日 

債務者  連絡先  

債権者  連絡先  

金額  保証日  

保証の理由  契約書保管場所  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.クレジットカード、デビットカード、電子マネーなど 

カード名 会社名 カード番号 連絡先 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

保証人の地位は相続人に引き継がれます。そのため、債務者（銀行などから

直接お金を借りている人）が債権者（銀行など）に債務を支払わない場合、保

証人の相続人が支払わなければなりません。相続人に多額の負債が及ぶ場合も

ありますので、必ず伝えておきましょう。 

・電子マネーを使うためのカード（Suica、WAON、楽天 Edy、nanaco、iD、

QUICPay、PiTaPa など）の存在もわかるようにしておきましょう。 

・使う頻度の少ないカードは整理しておきましょう。 

記入日   年  月  日 
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13 デジタル機器（パソコン・スマートフォン・タブレットなど） 

プロバイダー 
（フレッツ光、au 光、softbank 光など）  

連絡先  

 

 

 

 

パ
ソ
コ
ン 

会社名・連絡先  

アカウント（ID）  

パスワード  

処分方法 
□破棄する   □         にあげる 

 

□その他                     

ス
マ

ト
フ

ン 

会社名・連絡先  

アカウント（ID）  

パスワード  

処分方法 
□破棄する   □         にあげる 

 

□その他                     

 

会社名・連絡先  

アカウント（ID）  

パスワード  

処分方法 
□破棄する   □         にあげる 

 

□その他                     

記入日  年  月  日 

※このノートにパスワードを記入し、トラブルが発生した場合でも、当方は一切の責任

を負いませんのでご留意ください。 
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14.SNS（LINE、Facebook、Twitter、Instagram、mixi、Ameba、YouTube など） 

アカウント（ID）  

パスワード  

希望する対応  

 

アカウント（ID）  

パスワード  

希望する対応 □追悼アカウントにする   □アカウントを削除する 

 

アカウント（ID）  

パスワード  

希望する対応 □追悼アカウントにする   □アカウントを削除する 

 

アカウント（ID）  

パスワード  

希望する対応  

アカウント（ID）  

パスワード  

希望する対応  

 

 

パソコンやスマートフォンの中に入っている情報を見るためには、ロック解除

のパスワードが必要になります。仕事上の重要事項、お金に関する情報などが入

っている場合、パスワードはこのノートに記入しなくても必ず信頼できる人に伝

えておきましょう。                                  

記入日   年  月  日 
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たくさんの人が利用している SNS（ソーシャルネットワークサービス）です

が、死後に自分の書いた文章などがどうなるのかを考えている人は少ないと思い

ます。遺族が悩まないように、自分のアカウントをどうするのかを記載しておき

ましょう。アカウントの取り扱いは、各社によって異なります。例をあげておき

ますので参考にしてください。                                

サービスの利用は一身専属（本人のみが利用可能）との考えから、アカウント 

を遺族が引き継いだり、削除することはできません。ただし、故人使用のスマー

トフォンから遺族がアカウントを削除することは可能。 

 

追悼アカウント（過去の記事をそのまま見ることができる）にするか、アカウ 

ントを削除するかを選択することができます。死後に遺族等が申請することもで

きますが手続きが面倒。生前に追悼アカウント管理人を指定しておくことも可能

なので設定しておくのがお勧めです。 

 

と同様に、追悼アカウントにするか、アカウントを削除するかを選択 

することができますが、死後に遺族が申請しなければならない。 

 

追悼アカウントなどはない。遺族がアカウント削除の依頼をしない限り、記事 

は公開されたままになります。 
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15.ホームページ、ブログなど 

アカウント（ID）  

パスワード  

レンタルサーバー  

希望する対応  

 

アカウント（ID）  

パスワード  

レンタルサーバー  

希望する対応  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.クラウドサービス 

有償・無償 □有償  月額       円      □無償 

アカウント（ID）  

パスワード  

保存データ  

共 有 □あり      □なし 

・有料のレンタルサーバーを利用し、クレジットカードでの支払いを自動更新に

している場合、相続手続きによりカードの解約や引き落とし口座の解約が行わ

れると、費用が引き落としされずに HP やブログが削除される可能性がありま

す。削除されて困る場合は、引き継いでくれる人に必要な情報を伝えておきま

しょう。 

・ブログなどでアフィリエイトを行っている場合、相続が可能なのかをあらかじ

め確認しておきましょう。 

・無料のサーバーの場合、会社により遺族がアカウントを引き継げる場合と死亡

とともに契約が解除される場合があるので、確認しておくようにしましょう。 

記入日   年  月  日 

記入日   年  月  日 
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有償・無償 □有償  月額       円      □無償 

アカウント（ID）  

パスワード  

保存データ  

共 有 □あり      □なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.その他のサービス（ショッピング・定額有料サービス） 

アカウント（ID）  

パスワード  

希望する対応  

 

アカウント（ID）  

パスワード  

希望する対応  

 アカウント（ID）  

パスワード  

希望する対応  

クラウド上に保管されているデータに遺族が死亡後にアクセス可能かどうか

は、各社の規約などによります。仕事上の大切なデータや家族の大切な思い出の

写真などを保管している場合、共有フォルダを作り共有しておくなどの対策が必

要です。ID とパスワードがあれば、遺族が本人に代わりアクセスすることは可能

ですが、パソコンやスマホのロック解除ができることが前提になります。 

クラウドサービスの例 

Dropbox、 Google Drive、 OneDrive、 iCloud Drive、 Box、  

Amazon Cloud Drive な ど  

記入日   年  月  日 
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 アカウント（ID）  

パスワード  

希望する対応  

 アカウント（ID）  

パスワード  

希望する対応  

 アカウント（ID）  

パスワード  

希望する対応  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

よく使うネットショッピングのアカウントや定額有料サービス（アップルミュ

ージック、アマゾンプライム、NETFLIX、Hulu、マイクロソフトのサブスクリ

プションなど）、その他会員制クラブの利用料、ネット講座などの受講料などを

わかるように記載しておきましょう。 

 

解約の方法としては、 

1. 遺族がサービスを提供する会社に本人の死亡の事実を連絡し必要な手続きを

行う方法（面倒な手続きが必要なことが多い） 

2. 遺族が本人のアカウントとパスワードを使い会員ページにログインし、解約

する方法（パソコン、スマホのロック解除ができることが前提条件） 

3. 支払い方法に指定されているクレジットカードの解約や引き落とし口座の解

約により強制的に支払いを停止させる方法 

 

一番楽なのは 3 の方法だと思いますが、解約するタイミングによっては不要な費 

用を支払うことにもなりかねません。遺族には必要な情報を伝えておきましょ 

う。 
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18.形見分け 

商品 あげる人 保管場所 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

19.財産の分け方 

財産をあげる人 財産の種類 

  

  

  

  

 
 

 

 

記入日   年  月  日 

高価な物は相続財産として遺産分割の対象になりますのでご注意ください。 

記入日   年  月  日 
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20.遺言書 

  遺言書の作成は 

 

  □既に作成済みです 

 

  遺言の種類 □公正証書遺言 □自筆証書遺言（法務局保管） □自筆証書遺言 

 

   作成日              保管場所                  

 

  □いずれ作成したい 

 

  □作成するつもりはない 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・だれにどの財産をあげたいのかをリストアップしてみましょう。 

・エンディングノートには法的拘束力はありませんので、ノートに記載してもそ 

れが実現するとは限りません。実現させるためには、遺言書を作成することが

必要です。 

記入日   年  月  日 

・財産を遺したい人に確実に相続させるためには遺言書の作成が必要です。 

・遺言書には大きく分けて、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。 

公正証書遺言  

公証役場で公証人が作成します。メリットは証拠能力が高いこと、デメリッ

トは費用がかかることと証人二人が必要なことです。証人は公証役場で用意

してくれます。 

自筆証書遺言（法務局保管） 

法律が改正され、自分で書いた自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度 

が始まりました。これにより、紛失や改ざんを防ぐことができます。法務局 

では、遺言書の外形的な様式（日付、署名はあるかなど）はチェックしてく 

れますが、遺言の内容まではチェックしてくれません。こちらが最大のデメ 

リットといえます。せっかくよかれと思って書いた遺言書が原因で相続人同 

士が争うことがないよう、専門家に相談するのがよいでしょう。 
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孫 孫 孫 孫 孫 孫 

私 配
偶
者 

兄
弟
姉
妹 

兄
弟
姉
妹 

兄
弟
姉
妹 

子 子 子 甥
・
姪 

甥
・
姪 

甥
・
姪 

甥
・
姪 

甥
・
姪 

甥
・
姪 

父 母 

父
方
祖
父 

父
方
祖
母 

母
方
祖
父 

母
方
祖
母 

●「私」が亡くなった場合、法定相続人にな

る可能性のある方々です。 

配偶者は常に相続人です。 

第 1 順位 

配偶者 + 子（死亡のときは孫） 

 

第 2 順位 

配偶者 + 親（両方死亡時は祖父母） 

 

第 3 順位 

配偶者 + 兄弟姉妹（死亡時は甥・姪） 

 

相 続 関 係 図 

40 
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記入日   年  月  日 

万一のときの連絡先 

氏 名 住 所 TEL 

間 柄 メールアドレス 知らせるとき 

   

  入院 危篤 葬儀 

   

  入院 危篤 葬儀 

   

  入院 危篤 葬儀 

   

  入院 危篤 葬儀 

   

  入院 危篤 葬儀 

   

  入院 危篤 葬儀 

   

  入院 危篤 葬儀 

   

  入院 危篤 葬儀 

   

  入院 危篤 葬儀 

 このページはコピーして必要な方に渡しておいてもよいでしょう。 
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撮 影 日      年    月    日   

撮影場所                              

コメント  

                           

 

                           

 

                           

 

                           

 

                           

 

遺 影 
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メ モ 
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相続手続き一覧表 

  手続き 窓 口 期 限 備 考 

日

常

生

活

に

関

す

る

手

続

き 

 
死亡届 

埋葬許可申請書 

本籍地または死亡地

の市区町村役場また

は届出人の住所地の

市区町村役場 

７日以内 
葬儀社が行ってくれるこ

とが多い 

 世帯主変更 市区町村役場 14 日以内 世帯主が変更になったとき 

 電気・ガス・水道 各社営業所   

 新聞 各社営業所   

 固定電話 各 社   

 携帯電話 各 社   

 プロバイダー（インターネット） 各 社   

 ＮＨＫ 0120-151515   

 クレジットカード 各 社   

 免許証返却 所轄の警察署   

 パスポート返却 旅券事務所   

 

 

 

 

社 

会 

保 

険 

手 

続 

き 

 

 

 

 

 葬祭費支給申請 

（国民健康保険） 
市区町村役場 2 年で時効 申請忘れに注意 

 埋葬料支給申請 

（健康保険） 
健康保険組合 2 年で時効 申請忘れに注意 

 葬祭料支給申請 

（労災保険） 
勤務先又は 

労働基準監督署 
2 年で時効 申請忘れに注意 

 健康保険証・介護保険被保

険者証の返却 

市区町村役場 

または事業主 
14 日以内  

 
高額療養費の請求 

市区町村役場又は

健康保険組合 
2 年で時効 

死亡前の医療費が高額の

場合 

 
年金受給停止 

最寄りの 

年金事務所 
10 日以内 

手続きが遅れ年金をもら

いすぎた場合、返金しな

ければならない 
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 その他の年金手続き 

（遺族年金の請求など） 

国民年金、厚生年金 

最寄りの 

年金事務所 

死亡一時金の

請求（国民）

は２年、それ

以外は５年 

 

 遺族補償給付の請求 

（労災保険） 
勤務先又は 

労働基準監督署 
5 年で時効  

財

産

に

関

す

る 

手

続

き 

 遺言書の検認手続 
遺言者の住所地の

家庭裁判所 
すみやかに 

法務局に保管されていない

自筆証書遺言があるとき 

 
相続放棄または限定承認

の申述 
被相続人の住所地

の家庭裁判所 

相続開始を

知ったとき

から 3 か月

以内 

相続放棄または限定承

認をするとき 

 保険金請求 各 社 3 年で時効  

 預金の解約など 各 社   

 有価証券（株式など） 各 社   

 不動産の所有権移転 
不動産の所在地の

法務局 
  

 自動車 陸運局事務所など   

 電話加入権の名義変更 NTT   

 賃貸借契約 契約者   

イ
ン
タ

ネ

ト 

 

インターネットに関する

各種手続き 
各社  

ノートを見ながら希望

に沿って行って下さい 

税

務

署

手

続

き 

 
所得税の準確定申告 

被相続人の 

住所地の税務署 
4 か月以内 確定申告が必要な人 

 
医療費控除の還付請求 

被相続人の 

住所地の税務署 
 

年間の医療費が 10 万円

以上かかった人 

 
相続税の申告 

被相続人の 

住所地の税務署 
10 か月以内 相続税の申告が必要な人 

         
※金融機関などの手続きは、いきなり訪問するのではなく電話で問い合わせて確認してから

行いましょう。                           
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