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ら
ん
で
い
ま
す
。
２
０
１
９
年
の
内
閣
府
の
発

表
で
は
、
40
～
64
歳
の
ひ
き
こ
も
り
シ
ニ
ア
は
約

61
万
３
０
０
０
人
に
の
ぼ
る
と
い
い
ま
す
が
、
彼

ら
の
多
く
に
は
、
親
亡
き
後
の
生
活
を
支
援
す
る

家
族
が
い
ま
せ
ん
。

　

子
ど
も
が
い
る
親
の
側
も
、
安
心
し
て
は
い
ら

れ
ま
せ
ん
。
厚
生
労
働
省
『
人
口
動
態
統
計
』
を

元
に
計
算
す
る
と
、
２
０
２
０
年
に
亡
く
な
っ
た

人
の
う
ち
、
90
歳
以
上
だ
っ
た
人
は
男
性
で
16
・

７
％
、
女
性
で
は
41
・０
％
に
も
の
ぼ
っ
て
お
り
、

要
介
護
期
間
や
死
亡
時
に
子
ど
も
が
い
て
も
、
そ

の
子
ど
も
も
か
な
り
の
高
齢
で
あ
る
こ
と
が
容
易

に
想
定
で
き
ま
す
。
２
０
０
０
年
に
は
、
男
性
の

３
分
の
２
は
80
歳
ま
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
の

で
、
特
に
２
０
０
０
年
以
降
、
男
女
と
も
に
死
亡

年
齢
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。「
老
い
て
は
子
に
従
え
」
と
、
子
ど
も
が
い

る
か
ら
老
後
は
安
心
で
あ
る
と
い
う
時
代
で
は
、

も
は
や
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
結
婚
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、
子

ど
も
が
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、長
生
き
を
す
れ
ば
、

　

ま
た
50
歳
時
点
で
一
度
も
結
婚
経
験
の
な
い
人

の
割
合
を
示
す
生
涯
未
婚
率
は
、
２
０
２
０
年
に

は
男
性
が
28
・
３
％
、
女
性
が
16
・
４
％
で
し
た
。

日
本
で
は
長
ら
く
、「
男
性
は
結
婚
し
て
一
人
前

だ
」
と
さ
れ
て
き
た
風
潮
が
あ
り
、
結
婚
し
な
い

と
い
う
人
生
の
選
択
肢
は
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
現
に
１
９
５
０
年
の
男
性
の
生
涯
未
婚
率
は

１
・５
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

特
に
男
性
の
生
涯
未
婚
率
は
１
９
９
０
年
以

降
、
急
増
し
て
い
ま
す
が
、
１
９
９
０
年
に
50
歳

だ
っ
た
人
は
現
在
80
歳
を
超
え
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
亡
く
な
っ
た
男
性
の
中
で
一
度
も
結
婚
し
た

こ
と
が
な
か
っ
た
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
こ
れ
か
ら
生
涯
未
婚
の
男
性
が
ど
ん
ど
ん

亡
く
な
っ
て
い
く
社
会
が
到
来
す
る
の
で
す
。

　

80
代
の
親
が
、
自
宅
に
ひ
き
こ
も
る
50
代
の
子

ど
も
の
生
活
を
支
え
る
、
い
わ
ゆ
る
「
８
０
５
０

問
題
」
も
、
お
ひ
と
り
さ
ま
予
備
軍
の
問
題
で

も
あ
り
ま
す
。
親
が
要
介
護
状
態
に
な
っ
た
り
亡

く
な
っ
た
り
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
子
ど
も
の
生
活

は
立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
を
は

「
最
後
は
お
ひ
と
り
さ
ま
」
が

当
た
り
前
の
時
代
の
到
来

　

戦
後
、
私
た
ち
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
大
き
く

変
わ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
子
ど
も
が
い
て
も
、
高

齢
期
は
夫
婦
の
み
で
暮
ら
す
人
が
増
え
て
い
ま

す
。
厚
生
労
働
省
『
国
民
生
活
基
礎
調
査
』
に
よ

れ
ば
、
65
歳
以
上
が
い
る
世
帯
の
う
ち
、
三
世
代

世
帯
が
占
め
る
割
合
は
、
１
９
７
５
年
に
は
54
・

４
％
を
占
め
て
い
ま
し
た
が
、
２
０
１
９
年
に
は

９
・
４
％
に
ま
で
減
少
し
て
い
ま
す
。
代
わ
っ
て

夫
婦
の
み
の
世
帯
が
32
・３
％
と
、最
も
多
い
世
帯

構
造
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
が

２
０
１
９
年
に
発
表
し
た
推
計
に
よ
れ
ば
、

２
０
４
０
年
に
は
、
世
帯
主
が
65
歳
以
上
の
世
帯

の
う
ち
、
40
・
０
％
が
ひ
と
り
暮
ら
し
に
な
り
、

東
京
都
で
は
全
国
最
高
の
45
・
８
％
に
の
ぼ
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。大
人
数
で
住
む
高
齢
者
が
少
な
く

な
れ
ば
、
将
来
的
に
単
身
化
す
る
可
能
性
は
高
く

な
り
ま
す
。

シニア生活文化研究所 所長
小谷 みどり

［こたに・みどり］1969 年大阪生まれ。奈
良女子大学大学院修了。第一生命経済研究
所主席研究員を経て 2019 年より現職。著
書に『ひとり終活 不安が消える万全の備え』

（小学館新書）、『没イチ パートナーを亡くし
てからの生き方』（新潮社）、『〈ひとり死〉時
代のお葬式とお墓』（岩波新書）等がある。

お
ひ
と
り
さ
ま
の
人
生
の
最
期
と

亡
き
後
へ
の
備
え

—
—

終
末
医
療
と
お
葬
式
、
お
墓
は
ど
う
す
る
か

お
ひ
と
り
さ
ま
の
家
計
の
備
え　＞＞＞　

第
４
回
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ら
の
意
思
を
で
き
る
だ
け
元
気
な
う
ち
に
書
き
記

し
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う
【
表
１
】。

　

横
須
賀
市
で
は
２
０
１
５
年
、あ
ら
か
じ
め
登
録

し
た
市
民
の
終
活
情
報
を
、い
ざ
と
い
う
時
に
本
人

に
代
わ
っ
て
、
病
院
、
消
防
、
福
祉
事
務
所
な
ど

に
開
示
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
全
国
に
先
駆
け
て
開
始

し
ま
し
た
。
現
在
、
大
和
市
、
逗
子
市
、
鎌
倉
市

な
ど
の
ほ
か
、
２
０
２
２
年
４
月
に
は
、
豊
島
区

が
東
京
23
区
で
初
め
て
登
録
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ

せ
て
い
ま
す
。
自
立
で
き
な
く
な
っ
た
時
の
備
え

と
し
て
、
自
分
の
意
思
と
そ
れ
を
伝
え
て
く
れ
る

代
理
人
の
存
在
は
必
要
不
可
欠
な
の
で
す
。

　

し
か
し
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の

『
生
活
と
支
え
合
い
に
関
す
る
調
査
』
に
よ
れ
ば
、

65
歳
以
上
の
単
身
高
齢
者
に
お
い
て
、
電
話
を
含

む
会
話
頻
度
が
２
週
間
に
１
回
以
下
で
あ
る
人
が

16
・
７
％
も
い
ま
す
。
特
に
男
性
の
お
ひ
と
り
さ
ま

は
、他
者
と
の
つ
な
が
り
が
脆
弱
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
た
め
、
代
理
人
に
な
っ
て
く
れ
そ
う
な
友
人

を
見
つ
け
る
の
は
至
難
の
業
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

多
様
化
す
る
お
葬
式
の
か
た
ち

　

亡
く
な
っ
た
後
も
同
様
で
す
。こ
こ
20
年
間
で
、

お
葬
式
の
か
た
ち
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

高
度
成
長
期
か
ら
昭
和
50
年
代
頃
ま
で
は
、
自
宅

で
お
葬
式
を
お
こ
な
い
、
地
域
の
み
ん
な
が
総
出

で
お
葬
式
を
手
伝
う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
バ
ブ
ル
景
気
の
前
後
か
ら
、
こ
う
し
た
光
景

は
減
少
し
、
い
ま
や
葬
祭
業
者
の
存
在
な
く
し
て

は
お
葬
式
が
で
き
ず
、
セ
レ
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
で
お

に
出
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
神
奈
川
県
病
院
協
会

や
第
二
東
京
弁
護
士
会
等
が
実
施
し
た
各
種
調
査

に
よ
れ
ば
、
９
割
以
上
の
医
療
機
関
や
介
護
施
設

で
身
元
保
証
人
を
求
め
て
お
り
、
親
族
や
民
間
事

業
者
に
よ
る
保
証
人
が
い
な
い
場
合
に
は
入
院
や

入
所
を
拒
否
す
る
ケ
ー
ス
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

身
元
保
証
人
に
な
る
親
族
が
い
な
い
人
に
判
断

能
力
が
な
く
な
っ
た
場
合
、成
年
後
見
人
を
つ
け
た

と
し
て
も
、成
年
後
見
人
は
医
療
契
約
を
代
理
す
る

こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
支
援
内
容
や
医
療
行
為

へ
の
同
意
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、手
術
や

延
命
措
置
に
つ
い
て
本
人
に
代
わ
っ
て
判
断
し
て

く
れ
る
人
が
い
な
い
こ
と
が
、
病
院
や
施
設
側
が

受
け
入
れ
を
た
め
ら
う
背
景
に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
数
年
に
お
よ
ぶ
こ
と
が
多
い
施
設
入
所

で
は
、
入
所
時
に
は
身
元
保
証
人
が
い
て
も
、高

齢
な
ど
の
理
由
か
ら
そ
の
身
元
保
証
人
の
ほ
う
が

先
に
亡
く
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
身
元
保
証

人
が
い
な
い
人
の
経
費
不
払
い
を
心
配
す
る
声
も

現
場
で
は
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
本
人
に
支
払

い
能
力
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
死
亡
し
た
場
合
に

回
収
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

こ
う
し
た
身
寄
り
が
い
な
い
こ
と
に
よ
る
医
療

や
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
際
の
問
題
は
、
自
立

し
て
い
る
時
に
は
顕
在
化
し
ま
せ
ん
。そ
の
た
め
、

希
望
す
る
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
延
命
措
置
の

可
否
、
緊
急
連
絡
先
な
ど
を
元
気
な
う
ち
に
、
自

分
の
意
思
を
書
き
記
し
て
い
る
人
は
多
い
と
は
い

え
な
い
の
が
現
状
で
す
。
お
ひ
と
り
さ
ま
が
身
寄

り
を
探
す
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

少
な
く
と
も
突
然
の
入
院
や
介
護
に
備
え
て
、
自

最
後
は
お
ひ
と
り
さ
ま
に
な
る
可
能
性
は
誰
に
で

も
起
こ
り
え
ま
す
。
こ
れ
ま
で
日
本
で
は
、
自
立

で
き
な
く
な
っ
た
時
に
は
家
族
が
支
援
し
た
り
、

面
倒
を
見
た
り
す
る
の
が
当
た
り
前
だ
と
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
お
ひ
と
り
さ
ま
の
増
加

で
、
い
ざ
と
い
う
時
に
支
援
し
て
く
れ
る
家
族
が

い
な
い
、
あ
る
い
は
家
族
は
い
る
が
、
頼
れ
な
い

と
い
う
ケ
ー
ス
が
珍
し
く
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

普
段
は
気
づ
き
に
く
い

入
院
・
入
所
時
に
困
る
問
題

　

老
、病
、死
に
直
面
す
る
と
、誰
し
も
が
誰
か
の

支
援
を
受
け
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。
例
え
ば

入
院
や
入
所
時
に
身
元
保
証
人
を
求
め
る
病
院
や

介
護
施
設
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

２
０
１
８
年
に
厚
生
労
働
省
は
、
身
元
保
証
人

が
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
病
院
は
患
者
の
入
院
を

拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
通
知
を
都
道
府
県

■■��緊急時の連絡先は？
■■���身元保証人は〈いる〉か〈いない〉か？
�　〈いる〉場合は、その氏名と連絡先は？
■■���介護が必要になった場合、どのような
　 介護サービスを希望するか？�（自宅で最期を
　�迎えたい。小規模な施設を希望��等）
■■���手術が必要になった場合、手術を希望〈する〉か
　�〈しない〉か？
■■���余命の告知は〈受ける〉か〈受けない〉か？
■■���どのような医療を希望するか？
　　（�心肺蘇生、人工呼吸器、胃ろう、緩和ケア��等）
■■��延命措置は〈する〉か〈しない〉か？
■■��臓器提供は〈する〉か〈しない〉か？
　�〈する〉場合、その連絡先は？
■■���医療保険や介護保険に入っているか？

【表１】 突然の入院や介護への意思表示の例

＞＞＞ おひとりさまの家計の備え
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が
ど
ん
な
お
葬
式
を
し
た
い
の
か
を
イ
メ
ー
ジ
し
、

葬
祭
業
者
に
見
積
も
り
を
取
っ
て
み
る
だ
け
で
も
、

安
心
で
す
。

身
元
が
判
明
し
て
い
る「
無
縁
墓
」が

全
国
で
急
増

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
、
人
が
自
立
で

き
な
く
な
っ
て
か
ら
、
な
か
で
も
人
が
亡
く
な
っ

て
以
降
の
こ
と
は
、
家
族
や
子
孫
が
担
う
べ
き
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
お
墓
は
、
慣
習
に

従
っ
て
祖
先
の
祭
祀
を
主
宰
す
べ
き
者
が
継
承
す

る
と
、
民
法
で
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
慣
習
と
は

誰
か
、
ま
で
は
法
律
に
は
明
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
多
く
の
人
は
、
長
男
が
お
墓
を
継
承
す
る
と

思
い
込
ん
で
い
ま
す
。

　

次
男
や
三
男
は
新
し
く
お
墓
を
建
て
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
結
婚
し
た
娘
は
一
緒
の
お
墓
に
入
れ

な
い
と
思
っ
て
い
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん

が
、
公
営
墓
地
や
民
間
霊
園
で
は
、
一
緒
の
お

墓
に
入
れ
る
人
の
範
囲
は
、「
６
親
等
内
の
親
族
、

配
偶
者
、
３
親
等
内
の
姻
族
」
と
さ
れ
て
い
る
の

が
一
般
的
で
す
。苗
字
が
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

息
子
も
娘
も
１
親
等
で
す
し
、
２
親
等
の
兄
弟
姉

妹
は
当
然
、
同
じ
お
墓
に
入
れ
ま
す
、
結
婚
し
た

娘
や
そ
の
家
族
、
次
男
は
先
祖
の
お
墓
に
は
入
れ

な
い
と
い
う
の
は
、
思
い
込
み
に
過
ぎ
な
い
の
で

す
。
４
親
等
の
い
と
こ
も
同
じ
お
墓
に
入
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
か
ら
、
親
族
一
同
が
同
じ
お
墓

に
入
る
こ
と
に
は
何
の
問
題
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
も
そ
も
「
○
○
家
の
墓
」
の
よ
う
に
、
子
々

孫
々
で
同
じ
墓
石
の
下
に
遺
骨
を
安
置
す
る
よ
う

ほ
し
い
人
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
ま
す
。
人
間
関
係

の
濃
淡
は
本
人
で
な
け
れ
ば
分
か
り
ま
せ
ん
し
、

家
族
や
親
族
だ
け
で
お
葬
式
を
と
思
っ
て
い
る
な

ら
、
お
葬
式
の
日
取
り
を
不
特
定
多
数
に
知
ら
せ

な
い
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う
。

　

お
葬
式
を
せ
ず
、火
葬
の
み
で
済
ま
せ
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
交
友
の
あ
っ
た
人
た
ち
に
は
、
亡
く

な
っ
た
こ
と
を
お
知
ら
せ
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
時
に
な
っ
て
、
自
分
で
知
ら
せ
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
す
か
ら
、
連
絡
し
て
も
ら
い
た
い
人

の
リ
ス
ト
を
あ
ら
か
じ
め
作
っ
て
お
く
こ
と
は
、

残
さ
れ
る
人
の
手
間
を
軽
減
す
る
こ
と
に
も
な
り

ま
す
。
併
せ
て
、
お
葬
式
へ
の
希
望
が
あ
れ
ば

書
い
て
お
く
と
い
い
で
し
ょ
う
。

　

お
葬
式
の
費
用
に
つ
い
て
気
に
な
る
方
が
お
ら

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
費
用
の
相
場
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ど
ん
な
お
葬
式
を
す
る
か
、
ど
こ
か
ら

ど
こ
ま
で
を
葬
祭
業
者
に
依
頼
す
る
か
に
よ
っ
て
、

費
用
は
異
な
る
か
ら
で
す
。
お
葬
式
に
は
「
葬
儀

施
行
費
用
」「
宗
教
関
連
費
用
」「
飲
食
接
待
費
用
」

が
か
か
っ
て
き
ま
す
。火
葬
の
み
で
す
ま
せ
、
い
わ

ゆ
る
セ
レ
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
な
ど
で
お
葬
式
を
し
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
葬
儀
施
行
費
用
と
し
て
か
か
る

の
は
、
ひ
つ
ぎ
、
搬
送
料
金
、
骨
壺
、
火
葬
料
金

ぐ
ら
い
で
す
み
ま
す
。
ひ
つ
ぎ
や
骨
壺
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
で
購
入
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
日
本
の
お
葬
式
の
多
く
は
仏
教
式

で
し
た
が
、昨
今
で
は
宗
教
色
の
な
い
お
別
れ
会
を

す
る
人
も
増
え
て
い
ま
す
。飲
食
接
待
費
も
同
様

で
す
。
身
内
だ
け
の
お
葬
式
を
す
る
な
ら
、
簡
単

な
お
弁
当
で
す
ま
せ
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
自
分

葬
式
を
す
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

死
に
関
し
て
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

「
死
後
24
時
間
以
内
の
火
葬
の
禁
止
」
と
、「
死
亡

を
知
っ
た
日
か
ら
７
日
以
内
の
死
亡
届
提
出
」
の

２
つ
だ
け
で
す
。
儀
式
を
せ
ず
に
、
家
族
だ
け
で

故
人
と
一
緒
に
、
火
葬
ま
で
の
最
後
の
時
間
を
過

ご
す
「
直
葬
」
を
望
む
人
も
増
え
て
い
ま
す
。
コ

ロ
ナ
禍
以
前
か
ら
、
大
都
市
部
で
は
火
葬
の
み
で

済
ま
せ
る
「
直
葬
」
が
３
割
程
度
を
占
め
て
い
ま

し
た
が
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
に
お
い
て
も
、
少
人
数
で

の
お
葬
式
が
定
着
し
て
い
く
と
思
わ
れ
ま
す
。
家

族
数
人
し
か
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
セ
レ
モ
ニ
ー

ホ
ー
ル
を
借
り
、
立
派
な
祭
壇
を
作
っ
て
お
葬
式

を
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
人
も
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
お
葬
式
の
か
た
ち
は
多
様
化
し
て

い
ま
す
が
、
ま
ず
は
、「
い
ざ
と
い
う
時
に
、
誰

に
連
絡
を
し
て
ほ
し
い
の
か
」
を
考
え
、
連
絡
リ

ス
ト
を
作
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
最
近
は
、
高
齢
者
の
核
家
族
化
が
進
み
、
親

の
親
友
や
い
と
こ
の
連
絡
先
を
知
ら
な
い
こ
と
が

珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
以
前
は
、
紙
に
書
か
れ
た

電
話
帳
を
見
れ
ば
故
人
の
友
人
や
親
戚
の
電
話
番

号
が
簡
単
に
分
か
り
ま
し
た
が
、
み
ん
な
が
ス
マ

ホ
で
や
り
取
り
を
す
る
時
代
に
な
る
と
、
お
ひ
と

り
さ
ま
に
限
ら
ず
、
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
て
も
、

家
族
が
親
し
く
付
き
合
っ
て
い
る
人
の
連
絡
先

が
分
か
ら
な
い
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
。

　

連
絡
先
は
、「
亡
く
な
る
前
、
あ
る
い
は
亡
く

な
っ
た
時
」「
お
葬
式
の
日
取
り
が
決
ま
っ
た
時
」

「
火
葬
や
四
十
九
日
が
終
わ
っ
た
後
」「
年
賀
状
の

欠
礼
挨
拶
状
で
」
と
４
つ
の
段
階
で
知
ら
せ
て

  執筆者の本

『ひとり終活 不安が消える万全の備え』
小谷 みどり 著
[小学館新書、2016年4月、814円]



ECONOMY

29 Vol.152

費
、
携
帯
電
話
料
金
、
税
金
や
社
会
保
険
料
な
ど

も
出
て
き
ま
す
。
ま
た
、
定
期
購
読
し
て
い
る
雑

誌
や
会
費
な
ど
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
自
動
引

き
落
と
し
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
な
ど
は
、
死
後
、
誰

か
に
と
め
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ネ
ッ
ト

バ
ン
キ
ン
グ
や
ネ
ッ
ト
証
券
な
ど
を
利
用
し
て
い

る
場
合
は
、
そ
の
情
報
や
Ｉ
Ｄ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
を

書
き
残
し
て
お
か
ね
ば
、
残
さ
れ
た
人
は
解
約
す

る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
金
融
機
関
の
口
座
や
加

入
し
て
い
る
保
険
証
券
な
ど
と
併
せ
て
、
情
報
や

関
係
書
類
を
整
理
し
て
お
く
と
い
い
で
し
ょ
う
。

「
最
後
は
お
ひ
と
り
さ
ま
」
の
時
代

に
求
め
ら
れ
る
、
緩
や
か
な
関
係
性

　

血
縁
、親
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
け
で
は
老
い
、病
、

死
を
永
続
的
に
支
え
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
な
と

こ
ろ
ま
で
、
日
本
の
社
会
は
変
容
し
て
い
ま
す
。

自
立
で
き
な
く
な
っ
た
後
に
頼
れ
る
家
族
が
い
る

こ
と
が
も
は
や
当
た
り
前
の
社
会
で
は
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。
ど
ん
な
人
も
安
心
し
て
人
生
を
全
う

で
き
る
社
会
の
実
現
に
は
、
地
縁
や
血
縁
に
こ
だ

わ
ら
な
い
、
緩
や
か
な
関
係
性
を
元
気
な
う
ち
に

築
い
て
お
く
こ
と
も
大
切
で
す
。ま
わ
り
に
か
け
る

手
間
を
迷
惑
と
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、自
分
が
ど
う

し
た
い
の
か
と
い
う
意
思
を
あ
ら
か
じ
め
明
白
に

し
、
ま
わ
り
に
伝
え
て
お
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

自
立
で
き
な
く
な
っ
た
時
、
誰
が
そ
の
人
の
意

思
を
伝
え
る
の
か
、
ま
た
誰
が
死
の
安
寧
を
保
証

す
る
の
か
。
家
族
が
い
る
こ
と
が
当
た
り
前
と
い

う
意
識
を
私
た
ち
が
変
え
て
い
く
こ
と
が
、
ま
ず

求
め
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

遺
骨
を
撒
く
葬
法
を
散
骨
と
い
い
、
海
な
ど
に

撒
く
方
が
多
い
よ
う
で
す
。
お
墓
は
不
要
と
考
え

る
人
に
と
っ
て
散
骨
は
理
想
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
全
部
の
遺
骨
を
海
な
ど
に
撒
い
て
し
ま
っ
た

ら
、
気
が
変
わ
っ
て
も
、
遺
骨
を
回
収
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
点
に
注
意
が
必
要
で
す
。
ま
た
樹
木

葬
は
、
墓
石
の
代
わ
り
に
樹
木
を
植
え
る
と
い
う

お
墓
で
す
。
血
縁
を
超
え
た
大
勢
の
遺
骨
を
埋
葬

し
、
シ
ン
ボ
ル
ツ
リ
ー
と
し
て
樹
木
を
植
え
る
タ

イ
プ
の
合
同
墓
が
一
般
的
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
昨
今
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
自

分
が
亡
き
後
に
は
ど
の
よ
う
に
納
骨
さ
れ
た
い
の

か
、希
望
を
書
き
記
し
て
お
く
と
い
い
で
し
ょ
う
。

ま
わ
り
に
迷
惑
を
か
け
な
い
た
め

に
も
残
し
て
お
き
た
い
「
遺
言
書
」

　

死
後
、
自
宅
の
片
づ
け
や
手
続
き
を
誰
が
ど
う

す
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。

　

遺
言
は
資
産
の
あ
る
人
が
書
く
も
の
と
い
う
思

い
込
み
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
人
も
遺
言
を
残

す
こ
と
が
大
切
で
す
。
私
た
ち
が
死
後
に
残
す
相

続
財
産
に
は
、
預
貯
金
や
株
券
な
ど
だ
け
で
は
な

く
、
思
い
出
の
品
や
宝
石
、
家
電
な
ど
、
換
金
し

づ
ら
い
物
が
多
く
あ
り
ま
す
。
お
金
は
分
割
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、物
は
平
等
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
遺
言
書
は
、
死
後
に
残
し
た
物
を

誰
に
ど
う
渡
す
か
を
書
く
法
的
書
類
で
す
。

　

金
銭
に
関
係
す
る
死
後
の
整
理
と
し
て
は
、
入

院
や
手
術
な
ど
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
っ
た
費
用
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
清
算
の
他
、
家
賃
や
水
道
光
熱

に
な
っ
た
の
は
、
火
葬
が
普
及
し
て
か
ら
の
こ
と

で
す
。
厚
生
労
働
省
『
衛
生
行
政
報
告
例
』
に
よ

れ
ば
、
今
で
こ
そ
火
葬
率
は
99
・
９
％
を
超
え
て

い
ま
す
が
、
１
９
７
０
年
に
は
79
・
２
％
だ
っ
た

の
で
、
50
年
前
に
は
５
人
に
１
人
は
土
葬
さ
れ
て

い
た
計
算
に
な
り
ま
す
。
子
々
孫
々
が
同
じ
墓
に

埋
葬
さ
れ
、
継
承
、
管
理
す
る
お
墓
に
は
そ
れ
ほ

ど
長
い
歴
史
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
は
い
え
、
子
孫
が
い
な
い
お
ひ
と
り
さ
ま
に

と
っ
て
は
、自
分
は
ど
こ
の
お
墓
に
入
る
の
だ
ろ
う

か
、
あ
る
い
は
両
親
が
眠
る
先
祖
の
お
墓
を
ど
う

し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
、
不
安
に
思
う
人
が

少
な
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

実
際
、
全
国
で
、
お
参
り
す
る
人
が
途
絶
え
た

「
無
縁
墓
」
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
引
き
取

り
手
の
な
い
遺
骨
も
こ
こ
20
年
間
、
各
自
治
体
で

急
増
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
身
元
が
分
か
ら
な
い

行こ
う
り
ょ旅

死
亡
人
（
本
人
の
氏
名
、
本
籍
地
・
住
所
な

ど
が
判
明
せ
ず
、
か
つ
遺
体
の
引
き
取
り
手
が
存

在
し
な
い
行
き
倒
れ
た
死
者
）
で
は
な
く
、
多
く

の
遺
骨
は
、
身
元
が
判
明
し
、
親
族
も
分
か
っ
て

い
る
点
が
、
昨
今
の
傾
向
で
す
。
日
本
で
は
、
死

後
、
火
葬
を
し
た
り
、
納
骨
し
た
り
す
る
人
が
い

な
い
場
合
、
自
治
体
が
遺
族
に
代
わ
っ
て
お
こ
な

う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

こ
こ
数
年
、
遺
族
や
親
族
か
ら
の
「
送
骨
」
を

引
き
受
け
る
お
寺
も
増
え
て
い
ま
す
。ゆ
う
パ
ッ
ク

で
遺
骨
を
送
る
際
に
納
骨
代
と
し
て
３
万
円
ほ
ど

か
か
り
ま
す
が
、「
納
骨
に
高
額
な
費
用
を
か
け

ら
れ
な
い
」「
遺
族
が
高
齢
で
納
骨
に
立
ち
会
え

な
い
」「
遺
族
が
い
な
い
」
な
ど
の
理
由
で
利
用

＞＞＞ おひとりさまの家計の備え


