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た
。
で
も
夫
が
亡
く
な
っ
て
初
め
て
、
自

分
に
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
先
の
人
生
が
あ
る

こ
と
に
気
づ
い
た
」「
自
分
に
何
か
あ
っ

た
と
き
に
は
誰
が
み
て
く
れ
る
の
か
、
自

分
の
最
期
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
を
考

え
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
言
う
方
が
と
て

も
多
い
。
そ
こ
か
ら
自
分
の
た
め
の
「
終

活
」
が
始
ま
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。

家
族
と
い
う
集
団
単
位
で
物
事
を
考
え

ら
れ
て
い
た
と
き
は
い
い
け
れ
ど
、
現
在

は
家
族
の
在
り
方
や
生
き
方
が
多
様
化
し

て
い
ま
す
。
結
婚
し
な
い
ラ
イ
フ
コ
ー
ス

を
選
ぶ
人
も
い
る
し
、
子
供
の
い
な
い
夫

婦
も
い
る
。
子
供
が
い
た
と
し
て
も
、
死

後
の
こ
と
を
子
供
に
任
せ
ら
れ
な
い
状
況

も
多
々
あ
り
ま
す
。

私
が
行
な
っ
た
調
査
で
は
、
自
分
（
た

ち
）
だ
け
が
入
れ
れ
ば
い
い
と
考
え
る
人

が
お
墓
を
買
う
場
合
、
一
番
多
い
の
は
、

娘
し
か
い
な
い
人
た
ち
で
し
た
。
二
番
目

に
多
い
の
は
息
子
の
い
る
家
。
三
番
目
に

「
ど
う
死
ん
で
い
く
か
」
が
、
も
の
す
ご

く
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
自
分

が
ど
う
生
き
て
ど
う
死
ん
で
い
く
か
を
、

自
分
で
決
め
て
準
備
し
な
く
て
は
な
ら
な

く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。

女
性
た
ち
の
切
実
な
課
題

私
が
理
事
長
を
務
め
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
エ

ン
デ
ィ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
は
、「
桜
葬
」

と
い
っ
た
樹
木
葬
の
提
供
を
は
じ
め
、
尊

厳
あ
る
死
と
葬
送
の
実
現
の
た
め
の
情
報

提
供
や
講
座
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
、

会
員
同
士
の
交
流
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活

動
を
行
な
っ
て
い
て
、
七
月
二
日
現
在
、

会
員
総
数
は
一
八
八
五
名
で
す
。

会
員
に
は
配
偶
者
を
亡
く
さ
れ
た
方
も

た
く
さ
ん
い
て
、「
語
り
合
い
の
会
」
の

参
加
者
の
声
を
聞
く
と
、「
夫
を
介
護
し

て
い
る
と
き
は
一
所
懸
命
で
、
夫
が
死
ん

で
か
ら
先
の
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
か
っ

「
自
分
ら
し
く
生
き
て
、
自
分
ら
し
く
死

ん
で
い
く
た
め
に
は
終
活
は
不
可
欠
」
と

言
っ
て
い
い
ぐ
ら
い
の
時
代
な
ん
で
す
。

理
由
の
一
つ
が
家
族
形
態
の
変
化
で
す
。

家
族
社
会
学
に
お
い
て
は
戦
後
二
段
階
の

変
化
が
起
こ
っ
た
と
さ
れ
て
い
て
、
一
段

階
目
に
あ
た
る
の
が
核
家
族
化
。
そ
の
後
、

家
族
の
個
人
化
と
い
う
も
の
が
起
こ
っ
て

い
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
ま
で
は
介
護
や
看

取
り
、
葬
儀
や
墓
と
い
っ
た
死
者
儀
礼
は

家
族
が
や
る
も
の
と
い
う
の
が
社
会
の
共

通
認
識
だ
っ
た
。
け
れ
ど
、
い
ま
は
そ
れ

が
現
実
問
題
と
し
て
難
し
く
な
っ
て
き
ま

し
た
。
家
族
の
晩
年
の
姿
が
変
わ
っ
て
き

て
い
る
か
ら
で
す
。

核
家
族
で
は
子
供
が
巣
立
っ
て
し
ま
え

ば
「
夫
婦
だ
け
」
と
な
り
、
配
偶
者
が
亡

く
な
れ
ば
「
独
居
」
で
す
。
最
後
の
一
人

が
亡
く
な
れ
ば
、
家
族
は
一
代
限
り
で
消

滅
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
核
家
族
の
特
徴

で
あ
り
宿
命
で
す
。
そ
う
し
た
中
で
は
、

事
前
に
準
備
し
て
お
け
ば
、
自
分
の
思
っ

た
と
お
り
の
最
期
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
よ
ね
。
し
か
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
残

さ
れ
た
人
生
を
安
心
し
て
生
き
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
そ
う
考
え
る
と
、「
終
活
」

は
、
よ
り
よ
い
死
を
迎
え
る
た
め
だ
け
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
死
ぬ
そ
の
日
ま
で
自

律
的
に
、
輝
い
て
生
き
る
た
め
に
あ
る
と

い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
ね
。

ち
ょ
っ
と
大
げ
さ
だ
け
れ
ど
、
い
ま
は

前
準
備
の
こ
と
で
、
例
を
あ
げ
る
と
、
葬

儀
や
お
墓
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
を
決
め

て
お
く
、
延
命
治
療
が
必
要
に
な
っ
た
と

き
ど
う
す
る
か
を
決
め
て
お
く
、
遺
言
や

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
を
作
る
と
い
っ
た

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

そ
ん
な
こ
と
を
し
な
く
て
も
、
万
が
一
、

縁
故
者
が
い
な
い
人
が
行
き
倒
れ
に
な
っ

た
場
合
で
も
、
行
政
の
措
置
と
し
て
火
葬

し
納
骨
ま
で
や
っ
て
く
れ
る
の
で
す
が
、

よ
り
よ
い
死
＝
よ
り
よ
い
生

「
終
活
」
と
い
う
言
葉
の
生
み
の
親
は

「
週
刊
朝
日
」
で
す
。
二
〇
〇
九
年
の
連

載
タ
イ
ト
ル
に
登
場
し
た
造
語
で
す
が
、

そ
れ
が
広
ま
っ
て
、
い
ま
で
は
一
般
用
語

と
し
て
す
っ
か
り
定
着
し
ま
し
た
。

「
終
活
」
と
は
、
自
分
の
人
生
の
最
期
を

よ
り
よ
い
も
の
と
す
る
た
め
に
行
な
う
事

「
終
活
」と
い
う
覚
悟
と
準
備
を
し
た
人
は
元
気
だ
と
い
う
。

後
顧
に
憂
い
が
な
い
ぶ
ん
、い
ま
を
考
え
、は
つ
ら
つ
と
活
動
し
て
い
る
。

よ
り
よ
き
最
期
の
た
め
、遺
さ
れ
る
家
族
の
た
め
に
も
、「
終
活
」は
元
気
な
と
き
に
│
│
。

多
く
の
人
の「
終
活
」を
サ
ポ
ー
ト
す
る
井
上
治
代
さ
ん
に
聞
い
た
。

死
ぬ
そ
の
日
ま
で
自
律
的
に
、輝
い
て
生
き
る

「
終
活
」で
気
分
す
っ
き
り
！
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