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オ
ー
ス
ト
リ
ア
農
村
の
家

家

の
「
自

立

」
と
人

の
「
自

立

」

森
　
明
子

も
り

・
あ
き
こ
1

一
九
五
七
年
生
ま
れ
。
国
立
民
族
学
博

物
館
助
教
授
。
文
化
人
類
学
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア

・
ド
イ
ツ
の

民
族
誌
的
研
究
。
現
在
は
、
ベ
ル
リ
ン
を
対
象
と
し
て
現
代

都
市
の
移
民
や
空
間
を
中
心
に
研
究
し
て
い
る
。
著
書
に

『土

地
を
読
み
か
え
る
家
族
ー
オ
ー
ス
ト
リ
ア

・
ケ
ル
ン
テ
ン
の

歴
史
民
族
誌
』

(新
曜
社
、　
一
九
九
九
年
)、
編
著
に

『歴
史

叙
述
の
現
在
-
歴
史
学
と
人
類
学
の
対
話
』
(人
文
書
院
、

二
〇
〇
二
年
)、
『ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
類
学
-
近
代
再
編
の
現
場

か
ら
』

(新
曜
社
、
二
〇
〇
四
年
)
な
ど
が
あ
る
。

　 オース トリア農村の家 を描

く。 ここでは家 は農家経営 の

単位 であ り、多様 な資源 を組

み合わ せて自立的 なシステ ム

をなす。 この システムが人 を

編成 するという視点 から、家

とい う人 の集 ま りをとらえた。

そ して資源 をもった自立的 な

家のあ り方 が、 そのような家

を経営 する主人 について、 自

立 した人 という概念 を構成 す

るこ とを述 べた。

1

家
の
輪
郭

1
社

会

経

済

史

の

な

か

の
家

　

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

の
家

に

つ

い

て
考

え

て

み
よ

う

。

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

に
も

、

人

間

の
集

ま

り

を

家

か

ら

と

ら

え

る

考

え

方

は

早

く

か

ら
あ

っ
た

。

そ

れ

は

、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
社

会

経

済

史

の
古

典

と

い
わ

れ

る

研

究

に

み
ら

れ

る

。

　

た

と

え

ば

、

マ

ッ
ク

ス

・
ウ

ェ
ー

バ
ー

は
、

近

代

を

め

ぐ

っ
て
浩

潮

な

研

究

を

あ

ら

わ

し

、

「
家

共

同

体

」

=
p
⊆
ω
σq
①
琶
虫
づ
ω
0
3

津

は



そ
の
キ
ー
概
念

で
あ

っ
た
。
ま
た
オ

ッ
ト
ー

・
ブ
ル
ン
ナ
ー
は
、
占

い
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
社
会
集
団
と
し
て
、
ヴ
ィ
ル

ヘ
ル
ム

・
リ
ー
ル
を

引
き
な
が
ら

「全
き
家
」
9

ω
αq
鋤
口
N①
国
鋤
二
ω
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。
家
共
同
体
の
系
譜
も
、
全
き
家

の
系
譜
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の

「オ
イ

コ
ス

(家
こ

に
通
じ
て
い
る
。
こ
の
偉
大
な
ギ
リ
シ
ャ
の

哲
学
者
は
、
家
を
、
主
人

の
奴
隷
に
対
す
る
支
配

・
夫

の
妻
に
対
す

る
支
配

・
父

の
子
に
対
す
る
支
配
と

い
う
三
重
の
支
配
関
係
を
含
む
、

家
父
長
的
集
団
と
し
て
描

い
た
。
「
オ
イ

コ
ス
」
に
比
較
す
れ
ば
、

「家
共
同
体
」
や

「全
き
家
」
の
支
配
的
な
性
格
は
は
る
か
に
弱

い

が
、
家
父
長
の
権
限
の
も
と
に
統
合
さ
れ
た
集
団
と

い
う
基
本
的
な

性
格
は
変
わ
ら
な
か

っ
た
。
要
約
す
る
と
、
家
は
、
家
族
の
ほ
か
に

親
族
や
非
親
族
も
成
員
と
し
て
含
み
、
生
産
と
消
費
、
経
営
と
労
働

を

一
体
に
な

っ
て
行
う
家
父
長
的
な
集
団
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
社
会
経
済
史
の
研
究

の
大
き
な
流
れ
は
、
家
父
長
的
な

「家
」
を
、
夫
婦
の
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係

に
基
盤
を
お
く

「家
族
」
と

対
比
し
、
前
者
か
ら
後
者

へ
の
展
開
に
、
古

い
支
配
関
係
か
ら
解
放

さ
れ
た

「
近
代
」

の
誕
生
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

　
日
本
で
も

「家
」
を
伝
統
的

・
因
習
的
な
社
会
と
結
び
つ
け
て
、

そ
れ
を
新
奇
な
も
の

・
自
由
の
対
極
に
お
く
傾
向
は
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
対
比
を
す
る
と
き
に
用
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、

そ

れ

が

ス

テ

レ
オ

タ
イ

プ

化

さ

れ

た
イ

メ

ー

ジ
を

与

え

る

一
方

で

、

家

が

日
常

的

な

人

間

関
係

を

、

ど

の

よ

う

に
規

制

し

、

人

の
行

動

に

ど

の
よ

う

な

意

味

を

与

え

て

い
た

の

か

、

考

え

よ

う

と

す

る
契

機

を

奪

っ
て
し

ま

う

傾

向

が
あ

る

こ
と

だ

。

家

は

、

さ

ま

ざ

ま

な

状

況

で

多

様

な

形

で
あ

ら

わ

れ

る

と
考

え

ら

れ

る

。

　

こ

こ

で

は
、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
家

を

は

じ

め

か

ら

旧

い
も

の
と

ラ

ベ

ル
化

す

る

の

で

は

な

く

、

日

常

的

な

生

活

を

ど

の
よ

う

に

規

定

し

て

い
た

の
か

、

そ

れ

が

変

化

し

て

い

っ
た

と

し

た

ら

、

そ

れ

は

ど

の

よ

う

な

社

会

的

経

済

的

な

状

況

に

よ

る

も

の

で

あ

っ
た

の

か

、

ま

た

、

現
在

の
生

活

に
再

構

成

さ

れ

て

い
る

と

し

た

ら

、

そ

れ

は

ど

の
よ

う

な

局

面

に

あ

ら

わ

れ

て

い

る

だ

ろ

う

か

、

と

い
う

問

題

関

心

か

ら

出

発

し

て

い

こ
う

。

例

と

し

て

と

り

あ

げ

る

の

は

、

私

が
調

査

し

た

オ

ー

ス

ト

リ

ア
南

東

部

の
農

村

の
家

で
あ

る

。

な

お

、

こ

こ

で

述

べ

る

こ
と

は

ひ

と

つ
の
例

で
あ

っ
て

、

こ

れ

と

は

異

な

る

家

の

形

も

あ

る
。

そ

の

こ

と

を

あ

ら

か

じ

め

断

っ
て

お

き

た

い
。

②
農
村
の
風
景

　
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
農
村
風
景
と

い
っ
て
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
緑
の

牧
草
地
や
森
林
、
点
在
す
る
民
家
と
教
会
の
尖
塔
な
ど
だ
ろ
う
。
で

は
、
風
景
を
構
成
す
る
こ
れ
ら
の
複
数
の
要
素
は
、
ど
の
よ
う
に
結

び
付
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
ば
ら
ば
ら
に
見
え
る
複
数

の
要

オース トリア農村 の家141



村中心部。教区教会と居酒屋や店を含む数軒の家。学校や役場も並ぶ。丘にかつての領主の館が見える。

素
-
牧
草
地
、
森
林
、
民
家
な
ど
ー
を
結
び
つ
け
る

の
が
、
家
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
、
ま
ず
述

べ
て
い
こ
う
。

　
風
景

の
な
か
に
点
在
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
は
資
源
で
あ
り
、
そ

の
資
源
の
組
み
合
わ
せ
が
家

=
聾
⊆
ω
を
構
成
す
る
。
家
と
は
、
農
家

経
営
を
行
う
ひ
と

つ
の
単
位
で
あ
り
、
自
立
的

ω①
ぎ
ω薮
昌
臼
σq
な
経

営
を
行
う
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
村
に
お
い
て
、
自
立
的
な
経
営
を
な
す
こ
と
は
、
以
下
の
よ

う
な
資
源
の
セ

ッ
ト
を
所
有
す
る
こ
と
が
条
件
に
な
る
。
ま
ず
土
地

資
源
に

つ
い
て
、
屋
敷
地
、
菜
園
、
畑
、
草
地
、
牧
地
、
森
林
を
そ

れ
ぞ
れ

一
定
面
積
以
上
所
有
す
る
。
そ
の
面
積
の
総
和
は
、
お
よ
そ

十
～
数
十

ヘ
ク
タ
ー
ル
に
な
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
建
物
、
家
畜
、
機

械
類
な
ど
も
含
む
。
建
物
は
、
家
屋
、
畜
舎
、
納
屋
な
ど
複
数
を
含

む
。
家
畜
は
、
牛
が
重
要
で
、
そ
の
数
は

一
〇
頭
か
ら
二
〇
頭
程
度
、

そ
れ
に
自
家
用
の
豚
や
鶏
を
あ
わ
せ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
農
業
機
械
や

道
具
類
の
ほ
か
、
果
実
酒
や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
干
草
や
薪
材
な
ど
の
貯

蔵
も
付
帯
す
る
。

こ
れ
ら

の
資
源
-
土
地
と
建
物

の
そ
れ
ぞ
れ
、
そ

こ
で
飼
養
さ
れ
る
家
畜
の
生
態
1
は
、
家
を
構
成
す
る
資
源
の
要
素

と
し
て
相
互
に
結
び
付
き
、
全
体
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
と

っ
た
シ
ス

テ
ム
を
な
す
。
こ
れ
ら
の
資
源
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
て
活
用
す
る

こ
と
が
農
家
経
営
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
あ
た
る
の
が
、
意
思
決
定

を
行
う
者
と
し
て
の
主
人
と
、
彼
の
指
揮
に
従
う
複
数
の
人
間
で
あ

142



る

。

こ

の
人

間

の
集

団

と

資

源

の

セ

ッ
ト

を

あ

わ

せ

た

全

体

が

、

と

し

て
認

識

さ

れ

る

の

で
あ

る

。

　農家経営の家。左が田屋で右が畜舎。手前に果樹が見える。標高1000メートル程度

に位置する。

家

⑧
家
と
い
う
ま
と
ま
り

　
家
に
は
名
前
が
あ

っ
て
、
家
に
帰
属
す
る
も
の
は
、
こ
の
名
前
を

冠
し
て
呼
ば
れ
る
。
た
と
え
ば
、
A
と

い
う
名
前
の
家

の
ハ
ン
ス
と

い
う
男
の
子
は
、
「
A

ハ
ン
ス
」
と
い
う
呼
び
名
が
通
り
名
に
な
る
。

た
だ
し
、
家
の
主
人
の
場
合
は
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
で
は
な
く
、
家

の
主
人
を
意
味
す
る
語
を
使
う
。
農
家
の
主
人
を
バ
ウ
ア
ー
と

い
い
、

そ
の
女
性
形
は
ボ
イ
ア
リ

ン
で
あ
る
の
で
、
A
の
主
人
は

「A
バ
ウ

ア
ー
」、
そ
の
妻
は

「
A
ボ
イ
ア
リ

ン
」
と
な
る
。
あ
る

い
は
、
バ

ウ
ア
ー
/
ボ
イ
ア
リ
ン
を
省
略
し
て
、
「A
」
で
男
性
の
主
人
、
「諺

⊥
コ
」
で
女
性
の
主
人
を
あ
ら
わ
す
用
法
も
あ
る
。
後
者
は
、
家
の

名

の
語
尾
に
女
性
形
を
示
す

ヨ
を

つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

　
家

の
名
前
は
家
族
姓
と
同
種

の
固
有
名
詞
で
あ
る
。
家

の
名
前
と

家
の
主
人
の
家
族
姓
が

一
致
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
不

一
致
の
場
合

の
方
が
多
い
。
家

の
名
前
は
土
地
台
帳
に
登
記
さ
れ
て
い
て
、
現
在

の
名
前
を
、
少
な
く
と
も

一
九
世
紀
前
半
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
家

の
名
前
は
、
村

の
空
間
を
特
定
す
る
指
標
で
も
あ
る
。
た
と
え

ば
、
十
字
路
を
示
す
と
き
に
、
そ
の
十
字
路

の
近
く
に
あ
る
B
家
の

名
前
を

つ
け
て

「
B
十
字
路
」
と
い
う
呼
び
名
が
通
称
と
な
る
。
こ

の
よ
う
な
用
法
が
有
効
で
あ
る
こ
と
は
、
村

の
地
理
的
空
間
が
、
村

を
構
成
す
る
個
々
の
家
に
よ

っ
て
区
分
さ
れ
て
い
る
と
、
人
々
が
認

識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

オー ス トリア農村 の家143



　 農家経営の家。 中ll!1に家屋 、その周囲 に畑 、草地、菜 園、果樹 、森林 などが見 える。

左 手の木の陰 に隣 家。

 

　
家

の
名
前

が
人

々
の
空
間
的
な
座
標
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
の

は
、
家

の
境
界
が
長
い
間
変
更
さ
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
過
去

の
土
地
台
帳
と
地
籍
図
を
現
在
の
状
況
と
比
較
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
確
認
で
き
る
。
地
籍
図
は
、

一
八
二
八
年
に
作
成
さ
れ
た

も
の
が
完
全
な
形
で
保
存
さ
れ
て
い
て
、
現
在

の
地
籍
図
、
お
よ
び

一
九
七
〇
年
代
に
作
成
さ
れ
た
地
籍
図
と
比
較
で
き
る
。
比
較
し
た

結
果
は
、
畑
の

一
部
を
草
地
に
し
た
り
、
牧
地
の

一
部
を
森
林
に
し

た
り
な
ど
の
土
地
利
用
の
変
更
は
あ

っ
て
も
、
家
に
帰
属
す
る
土
地

の
境
界
は
ほ
と
ん
ど
変
更
を
受
け
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
て
い
る
と

い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

一
九
世
紀
前
半
か
ら
二
〇
世
紀
末

に
い
た
る

社
会
的
経
済
的
な
変
化
を
考
慮
し
て
み
れ
ば
、
家
の
土
地
所
有
は
驚

く
ほ
ど
安
定
し
て
い
る
。

　
家
を
こ
の
よ
う
に
長
期
に
わ
た

っ
て
持
続
さ
せ
る
要
因
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
。
そ
の
問

い
は
、
前

に
あ
げ
た
資
源
の
セ

ッ
ト
が
な
ぜ
バ

ラ
ン
ス
を
と

っ
た
シ
ス
テ
ム
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
、
と
い
う

問
い
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
家
が
農
家
経
営
を
自
立
的
に
行
う
単
位

で
あ
り
、
そ
の
農
家
経
営
が
牛
飼
養
を
中
心
に
す
る
、
と

い
う
こ
と

に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
る
。

　
牛
を
舎
飼
い
す
る
こ
の
地
方
で
は
、
冬
季
の
飼
料
と
し
て
干
し
草

が
必
須
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
干
し
草
を

つ
く
る
草
地
、
牛
を
繋
ぎ
飼

料
も
保
管
す
る
畜
舎
が
重
要
な
意
味
を
も

つ
。
そ
こ
で
は
、
草
地
面

積
、
飼
養
さ
れ
る
牛

の
数
、
畜
舎
規
模
は
相
関
し
、
そ
れ
が
畜
舎
仕

事
を
す
る
人
間
の
数
を
規
定
す
る
。
そ
の
人
問
の
数
は
、
彼
ら
の
食

物
と
な
る
畑
の
面
積
、
豚
の
数
、
さ
ら
に
家
屋
の
規
模
と
相
関
す
る
.
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こ
れ
に
森
林
が
加
わ
る
。
森
林
は
、
こ
の
人

々
が
生
活
す
る
家
屋
の

建
築
材
で
あ
る
と
同
時
に
、
家
屋
を
維
持
す
る
た
め
の
燃
料
材
や
臨

機
的
な
現
金
収
入
を
も
た
ら
す
。
こ
の
よ
う

に
、
牛

・
草
地

・
畜

豚の解体。桶で体毛を落とし、吊るして内臓を取る。取った内臓を洗い、身体を二分

している。後ろは畜舎。

舎

・
人

・
畑

・
豚

・
家

屋

・
森

林

が

、

全

体

と

し

て

バ

ラ

ン

ス
を

保

っ
た

シ

ス

テ

ム
を

な

し

て

い
る

の
で

あ

る
。

個

々

の
資

源

の
構

成

は
、

種

類

も

大

き

さ

も

か

ん

た

ん

に

変

更

す

る

こ

と

が

で
き

な

い
、

変

更

す

れ

ば

シ

ス

テ

ム

全

体

に
支

障

を

き

た

す

性

格

の
も

の

で

あ

る

こ

と

が

理
解

で

き

る

だ

ろ

う

。

　

ひ

じ

ょ
う

に
変

更

さ

れ

に
く

い
資

源

と

し

て

の
家

は
、

人

間

の
側

か

ら

み

れ

ば

、

扱

い
に

く

い
資

源

で
あ

る
。

家

が

つ
ね

に

同

じ

労

働

力

を

必

要

と

す

る

一
方

で
、

人

間

は

動

的

で

、

人

の
集

団

を

つ
ね

に

同

じ

状

態

に
維

持

す

る

こ
と

は

む

ず

か

し

い
か

ら

で
あ

る

。

人

間

は

、

家

の
要

請

に
し

た

が

っ
て
、

何

世

代

に
も

わ

た

っ
て

そ

の
成

員

を

選

別

し

て

き

た

。

2

家
に
よ
る
人
の
編
成

ω
世
代
交
代
の
プ

ロ
セ
ス

　
家
の
財
が
、
資
源
と
し
て
ひ
と

つ
の
ま
と
ま
り
で
あ
り
、
そ
れ
を

ば
ら
ば
ら
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
家
を
相
続
す

る
者
は
ひ
と
り
の
子
供
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

の
世
代
交
代
は
、
ど
の
よ
う

に
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
九

一
九
年
に
父
か
ら
息
子

へ
相
続
手
続
き
が
さ
れ
た
家

の
例
を
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ひ
こ
う
。
前
年
に
父
が
亡
く
な
り
、
翌
年
母
が
亡
く
な

っ
て
、
相
続

は
お
こ
な
わ
れ
た
。
相
続
し
た
息
子
は
当
時
二
八
歳
で
、
相
続
と
同

時
に
結
婚
し
た
。
家
に
は
四
三
歳
と
三
五
歳
の
姉
、
二
五
歳
の
弟
が

い
て
、
三
人
と
も
未
婚
だ

っ
た
。
上

の
姉
に
は

=
二
歳

の
娘

(婚
外

子
)
が
あ
り
、
そ
の
娘
も
家
で
養
育
さ
れ
て
い
た
。
下

の
姉

の
婚
外

子
も
、
こ
の
家
で
養
育
さ
れ
て
い
た
が
、
数
年
前
に
亡
く
な

っ
て
い

た
。
そ
れ
以
外

の
相
続
者

の
キ

ョ
ウ
ダ
イ
と
し
て
、
す
で
に
婚
出
し

た
姉
、
戦
死
し
た
兄
と
、
生
後
ま
も
な
く
亡
く
な

っ
た
弟
が
い
た
。

　
こ
こ
で
注
意
し
た

い
の
は
、
相
続
と
、
上
の
世
代

の
死
、
相
続
者

の
結
婚
が
、
ほ
ぼ
同
時
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
相
続
者
以

外

の
キ

ョ
ウ
ダ
イ
は
、

一
人
が
婚
出
し
た
の
を
除

い
て
、
成
人
し
て

も
未
婚
で
家
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
女
性
は
、
婚
外
子
を

も
う
け
て
、
そ
の
子
供
も
家
で
養
育
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
こ
の
家
の
成
員
構
成
は
ど

の
よ
う
に
展
開
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
相
続
者
は
結
婚
し
て
五
人
の
子
供
を
も
う
け
、
家
は
、
そ
の

う
ち
の
ひ
と
り
の
息
チ
が
相
続
し
た
。
三
人
の
キ

ョ
ウ
ダ
イ
は
、
そ

の
後
も
結
婚
す
る
こ
と
な
く
家
に
と
ど
ま
り
、
オ
イ
が
家
を
相
続
し

て
か
ら
、
老
齢
に
な

っ
て
亡
く
な

っ
た
。
当
時

=
二
歳
だ

っ
た
姉

の

婚
外
野
は
、
そ
の
後
、
自
ら
も
三
人
の
婚
外
子
を
得
て
、
ひ
と
り
は

生
後
ま
も
な
く
亡
く
な

っ
た
が
、
二
人
を

こ
の
家
で
育
て
た
。
彼
女

が
四
〇
歳
、
二
人
の
子
供
が

一
八
歳
と
七
歳
の
と
き
、
彼
女
は
結
婚

146



し

て
家

を

出

た

。

相

手

は

妻

を

亡

く

し

た

七

〇

歳

の
隣

人

で
、

小

さ

な

家

の
主

人

だ

っ
た

。

彼

女

の
二

人

の

子

供

は

、

イ

ト

コ
が

主

人

に

な

っ
て

い
た

家

に

残

っ
た

。

②
世
代
交
代
と
人
の
編
成

　
右

の
例
で
、
家
は
、
た
し
か
に
分
割
さ
れ
な
い
で
、
次

の
世
代
、

さ
ら
に
次
の
世
代

へ
と
受
け
継
が
れ
た
。
そ
の
過
程
で
、
家
が
人
を

ど

の
よ
う
に
編
成
し
て

い
っ
た
か
、
考
え
て
い
こ
う
。

　
第

一
に
、
相
続
者

(主
人
)
と
そ
れ
以
外

の
メ
ン
バ
ー
は
、
明
確

に
区
別
さ
れ
る
。
相
続
し
た
者
は
、
こ
れ
以
降
バ
ウ
ア
ー
/
ボ
イ
ア

リ

ン
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
以
外

の
者
は
、
家
に
と
ど
ま

っ
て
生
活
す

る
限
り
、
相
続
者

(主
人
)
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
家
に
と

ど
ま
る
の
は
キ

ョ
ウ
ダ
イ
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
婚
外
子
の
場
合

も
あ
る
し
、
オ
ジ
/
オ
バ
の
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
例
で
は
、

前
世
代

の
主
人
の
死
後
に
相
続
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
う
で
な
い
場
合

は
、
隠
居
も
家

に
い
て
相
続
者

(主
人
)
に
従
う
。
隠
居
者
や
非
相

続
者
が
、
家
で
ど
の
よ
う
な
権
利
を
も

つ
か
は
、
相
続

の
と
き
に
公

証
人
が
書
く
契
約
書
に
明
記
さ
れ
る
。

　
第
二
に
、
家
経
営
に
必
要
な
労
働
力
が
、
こ
の
プ

ロ
セ
ス
で
調
達

さ
れ
て
い
る
。
家
で
生
活
す
る
人
間
は
、
相
続
者
で
あ
ろ
う
と
な
か

ろ
う
と
、
潜
在
的
な
労
働
力
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
相
続
者
夫
婦

の
子
供
で
あ
る
場
合
も
あ
る
し
、
相
続
者
に
と

っ
て
オ
ジ

・
オ
バ
に

あ
た
る
未
婚
の
非
相
続
者
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
婚
外
f
と
し
て
生

ま
れ
た
そ
の
子
供
に
も
、
成
長
に
応
じ
て
、
年
齢
相
当

の
労
働
が
期

待
さ
れ
る
。
労
働
力
は
、
場
合
に
よ

っ
て
は
不
足
す
る
と
き
も
あ
る
。

そ

の
よ
う
な
と
き
は
、
奉
公
人
が
お
か
れ
る
。
奉
公
人
と
は
、
家
に

必
要
な
労
働
力
を
調
達
す
る
た
め
に
、
家
成
員

に
加
え
ら
れ
る
人
で

あ
る
。
奉
公
人
契
約
は

一
年
ご
と
に
更
新
さ
れ
る
が
、
数
年
以
L
同

じ
家

の
奉
公
人
で
あ
る
例
も
め
ず
ら
し
く
な
か

っ
た
。
興
味
深

い
の

は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
洗
礼
や
結
婚
を
記
録
し
た
教
会
記
録
に
、
親

族
関
係
か
ら
す
れ
ば
家

の
主
人

の
キ

ョ
ウ
ダ
イ
に
あ
た
る
人
を
、

「奉
公
人
」
と
し
て
記
録
し
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、

あ
る
人
間
を

「家
」
に
よ

っ
て
特
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
家
に
お
け
る
親
族
関
係
に
よ
る
位
置
づ
け
で
は
な
く
、
労
働
関

係
に
よ
る
位
置
づ
け
に
よ

っ
て
特
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
家
の
成
員
で
あ
る
た
め
に
、
血
縁
関
係
が
ど
の
程
度
の
意
味

を
も

っ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
手
が
か
り
に
な
る
。

　
第
三
に
、
家
は
少
な
か
ら
ぬ
人
を
扶
養
し
て
い
る
。
た
し
か
に
非

相
続
者
や
婚
外
子
は
そ
の
労
働
力
を
家
に
貢
献
し
て
い
る
が
、
非
相

続
者
が
病
気
に
な

っ
た
場
合
や
、
老
齢
に
な

っ
た
と
き
、
彼
ら
を
扶

養
し
て
い
る
の
は
家

で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
非
相
続
者
と
奉

公
人
は
異
な

っ
て
い
る
。
婚
外
子
の
場
合
も
同
様
で
、
無
力
な
子
供
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に
最
初
に
養
育

の
場
を
与
え
る
の
は
家
で
あ
る
。

　
家
は
、
こ
の
よ
う
に
人
を
編
成
し
て
、
彼
ら
に
生
活
の
場
を
与
え

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
ら
の
労
働
力
を
調
達
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て

維
持
さ
れ
る
。
家
が
人
を
編
成
す
る
う
え
で
、
焦
点
に
な
る

の
が
結

婚
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
次
に
見
て
い
こ
う
。

⑧
結
婚
戦
略

　
家
は
、

一
世
代
に

一
組
の
夫
婦
だ
け
を
含
み
、
そ
の

一
組

の
夫
婦

と
は
相
続
者

(主
人
)
で
あ
る
。
非
相
続
者
は
家
に
と
ど
ま
る
限
り
、

結
婚
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
右
に
あ
げ
た
事
例
に
お
い
て
も
、

家
に
残

っ
た
三
人

の
非
相
続
者
は
、
生
涯
結
婚
し
な
か

っ
た
。

　
こ
の
事
例
の
な
か
で
、
四
〇
歳
に
な

っ
て
か
ら
七
〇
歳

の
隣
人
の

も
と
に
結
婚
し
て
い
っ
た
女
性
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
彼
女
は
、

相
続
者

の
姉
の
婚
外
子
で
、
家
で
養
育
さ
れ
、
自
ら
も
三
人

の
婚
外

子
の
母
と
な

っ
た
。
彼
女
は
、
生
涯
家
で
生
活
す
る
こ
と
も

で
き
た

が
、
そ
れ
は

一
生
を
、
オ
ジ
と
、
の
ち
に
は
そ
の
相
続
者
に
な

っ
た

イ
ト

コ
の
意
思
決
定
に
従

っ
て
、
自
ら
は
未
婚

の
ま
ま
彼
ら
の
家
族

と
生
活
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
結
婚
は
、
ど
の
よ

う
な
相
手
と
ど
の
よ
う
な
家
に
生
活
す
る
に
し
て
も
、
自
ら
が
・王
人

の
妻
と
し
て
意
思
決
定
を
行
う
立
場
に
つ
く
こ
と
を
意
味
し
た
。
彼

女
が
結
婚
し
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
結
婚
相
手
は
す
で
に
七
〇
歳

で
あ

っ
た
。
相
手

の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
結
婚
は
、
畑
や
家
畜
の
世

話
と
、
老
齢
に
な

っ
た
自
分
の
身
の
回
り
の
面
倒
を
み
る
女
性
を
無

償
で
得
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
の
よ
う
な
条
件
を
両
者
が
承
知
し

た
う
え
で
、
こ
の
結
婚
は
行
わ
れ
た
。
結
婚
後

一
〇
年
余
り
し
て
夫

は
亡
く
な

っ
た
が
、
そ
の
後
も
彼
女
は
こ
の
家
で
生
活
を

つ
づ
け
て

い
て
、
私
は
八
〇
歳
を
超
え
た
彼
女
に
会

っ
た
。

　
結
婚
は
、
家

の
維
持
と
い
う
文
脈

の
な
か
に
お
か
れ
る
。
両
親

の

家
を
相
続
で
き
な
い
者
か
ら
見
れ
ば
、
他
家
に
結
婚
し
て
い
く
こ
と

は
、
自
ら
が
家

の
経
営
者
と
な
り
、
結
婚
し
て
家
族
を
も

つ
た
め
の
、

重
要
な
機
会
で
あ

っ
た
。

一
方
、
配
偶
者
を
迎
え
る
相
続
者

の
キ

ョ

ウ
ダ
イ
に
と

っ
て
、
相
続
者
の
結
婚
は
、
そ
の
相
手
の
た
め
に
、
そ

れ
ま
で
彼
ら
が
家
に
占
め
て
い
た
場
所
を
あ
け
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

こ
の
た
め
、
家
に
く
る
結
婚
相
手
が
も

っ
て
く
る
持
参
財
は
、
相
続

者
の
キ

ョ
ウ
ダ
イ
が
他

の
家
に
結
婚
し
て
い
く
た
め
の
持
参
財
と
す

る
思
惑
が
あ

っ
た
。
持
参
財
に
は
、
現
金
、
家
畜
、
土
地
な
ど
が
あ

て
ら
れ
た
が
、
キ

ョ
ウ
ダ
イ
の
た
め
に
、
よ
り
魅
力
的
な
持
参
財
を

も
た
ら
す
結
婚
相
手
が
好
ま
れ
た
。

　

二
〇
世
紀
半
ば
こ
ろ
ま
で
の
結
婚

に
は
、
夫
婦
の
年
齢
差
が
ひ
じ

ょ
う
に
大
き
い
組
み
合
わ
せ
も
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。

一
方

が
二

〇
歳
代
で
他
方
が
六
〇
歳
代
と

い
う
よ
う
な
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
結
婚

の
多
く
は
、
年
齢
の
高

い
ほ
う
が
配
偶
者
を
亡
く
し
た
家
の
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所
有
者
で
あ
り
、
再
婚
相
手
と
し
て
若
い
配
偶
者
を
迎
え
た
も

の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
婚

で
は
、
そ
の
後
短
期
間
の
う
ち
に
高
齢
者

が
亡
く
な
る
こ
と
が
多

い
。
す
る
と
若
い
寡
夫
/
寡
婦
は
ま
も
な
く

再
婚
し
て
若
い
配
偶
者
を
迎
え
る
。
結
婚
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ

っ

て
、
家
を
持
た
な
か

っ
た
者
が
、
家

の
主
人
に
な

っ
て
い
く

の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
結
婚
が
行
わ
れ
た
場
合
、
家

の
所
有
者
は
前
世
代

と
ま

っ
た
く
血
縁
関
係
を
も
た
な

い
夫
婦
に
な
る
こ
と
も
注
意
し
て

お
こ
う
。

　
結
婚
は
こ
の
よ
う
に
、
き
わ
め
て
戦
略
的
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に

よ

っ
て
、
家
は
経
営
体
と
し
て
維
持
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は

家
の
所
有
者
の
あ

い
だ
の
血
縁
関
係
は
、
と
く
に
問
題
と
し
て
意
識

さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
人
は
変
わ

っ
て
も
、
家
の
名
は
変
わ
ら

ず
に
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「A
バ
ウ
ア
ー
」
は

つ
ね
に
存
在
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

㈲
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
結
婚
パ
タ
ー
ン

　
家
に
お
い
て
、
相
続
は
結
婚
を
意
味
し
、
結
婚
は
相
続
を
意
味
し

た
。
相
続
と
結
婚
は
、
そ
れ
ま
で
キ

ョ
ウ
ダ
イ
で
あ

っ
た
者
た
ち
が

相
続
者
と
非
相
続
者
と
い
う
不
平
等
関
係

の
も
と
に
再
編
成
さ
れ
る

機
会
で
あ
り
、
前
世
代
の
夫
婦
が
、
経
営
を
め
ぐ
る
全
て
の
権
限
を

次
世
代

の
夫
婦
に
委
譲
し
て
退
く
こ
と
を
意
味
し
た
。

い
つ
相
続
す

る
か
は
、
前
世
代
夫
婦

の
意
思
に
よ

っ
て
決
め
ら
れ
た
か
ら
、
そ
の

時
期
は
、
で
き
る
だ
け
遅
く
ひ
き
の
ば
さ
れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
。
八

〇
歳
を
超
え
た
両
親

の
も
と
で
、
四
〇
歳
を
超
え
た
相
続
f
定
者
が
、

結
婚
も
相
続
も
で
き
な

い
で
待

っ
て
い
る
と

い
う
例
は
、
め
ず
ら
し

く
な
か

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
相
続
予
定
者
が
、
結
婚
を
野
定
し
た
相

手
と
の
あ

い
だ
に
、
結
婚
前

に
数
人

の
子
供
を
得
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

そ
の
よ
う
な
子
供
は
、
当
初
は
婚
外
子
と
し
て
洗
礼
を
受
け
、
母
親

の
生
家
で
養
育
さ
れ
た
の
ち
、
両
親

の
相
続

・
結
婚
と
と
も
に
生
活

の
場
を
移
動
し
た
。
た
だ
し
、
な
か
に
は
結
婚
を
予
定
し
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
結
婚
に
い
た
ら
な
く
な

っ
た
場
合
も
あ
り
、
母
親

が
別
の
男
性
と
結
婚
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
婚

外
子
と
し
て
生
ま
れ
た
子
供
が
そ
の
ま
ま
祖
父
母
に
養
育
さ
れ
る
こ

と
が
多
か

っ
た
。

　
こ
こ
で

「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
結
婚
パ
タ
ー
ン
」
に
言
及
し
て
お
こ
う
。

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
結
婚
パ
タ
ー
ン
と
は
、
ジ

ョ
ン

・
ヘ
イ
ナ
ル
が
指
摘
し

た
も
の
で
、
西
北

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
広

い
範
囲
に
お
い
て
、
第

一
に
、

男
女
と
も
平
均
結
婚
年
齢

が
高
く
、
二
〇
歳
代

の
半
ば
か
後
半
で
あ

り
、
第
二
に
、

一
生
未
婚
で
あ
る
者
の
割
合
が
高

い
、
と

い
う
特
徴

が
あ
る
こ
と
を

い
う
。
こ
れ
は
、
結
婚
前
に

一
〇
年
以
上

の
長
い
思

春
期
を
過
ご
す
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
世
界

の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化

と
比
較
し
た
と
き
、
西
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
明
ら
か
に
特
殊
で
あ
る
と
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い
え
る
。

　
そ
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
結
婚
パ
タ
ー

ン
の
特
徴
を
、
家

の
世
代
交
代
と

い
う
文
脈
が
説
明
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た

い
。
た
だ
し
こ
の
説
明
は
、
調
査
地
の
諸
条
件
を
前
提
と
し
て
な
さ

れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
西
北

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
広

い
範
囲
に
お
い
て

は
、
別
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
を
考
慮
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
こ
う
。

3

家
を
も
つ
と
い
う
意
味

ω
新
し
い
家
の
登
場

　
こ
の
村
に
お

い
て
、
家
と
家
族
の
あ
り
方
を
規
制
し
て
い
た
の
は
、

相
続
と
結
婚
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
村

の
家
は
、
数
を
増
や
す
こ

と
も
減
ら
す
こ
と
も
な
く
、
世
代
を
超
え
て
維
持
さ
れ
て
き
た
。
こ

の
こ
と
は
同
時
に
、
家
の
主
人
に
な
れ
る
者
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て

い
て
、
世
代
ご
と
に
家
の
・王
人
に
な
れ
な

い
多
く
の
人
が
再
生
産
さ

れ
て
き
た
と

い
う

こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
家
の
主
人
に
な
ら
な

い

多
く

の
人
が
、
奉
公
人
や
非
相
続
者
と
し
て
家
に
配
置
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
村

に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
自
動
車
に

よ
る
移
動
性

の
拡
大
だ

っ
た
。
国
道
が
整
備
さ
れ
て
遠
隔
地
で
仕
事

を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
同
時
に
、
農
業

の
機
械
化
に
よ

っ
て
農
業
経
営

の
労
働
力
需
要
が
小
さ
く
な

っ
た
こ

と
に
よ
り
、
か
つ
て
は
家
で
労
働
力
を
提
供
し
て
い
た
非
相
続
者
が
、

村
外
で
働
く
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
う
ち
に
彼
ら

の
な
か
か
ら
賃
金

を
た
め
て
宅
地
を
買

い
、
家
を
建
て
て
家
族
生
活
を
は
じ
め
る
者
が

あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
数
が
増
え
て
い
っ
た
。

一
九
七
〇

年
代
末
以
降

の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
で
き
た
新
し
い
家
は
、
農
家
経
営
の
家
と
異
な
る
特
徴

を
も

っ
て
い
る
。
ま
ず
資
源
と
し
て
み
た
と
き
、
農
家
が
村

の
資
源

を
利
用
し
そ
れ
を
生
か
す
経
営
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
新
し

い
家
は
、

村
外
で
得
た
現
金
を
収
入
源
と
す
る
消
費
の
単
位
に
す
ぎ
な

い
。
ま

た
、
村

の
空
間
に
お
い
て
も
、
農
家
が
そ
の
名
前
を
以

っ
て
特
定
の

位
置
を
占
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
新
し

い
家
が
個
別
に
認
識
さ
れ

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
新
し
い
家
は
農
家
と
比
較
に
な
ら
な

い

ほ
ど
小
さ
く
、
入

々
が
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と

つ
を
区
別
し
て
認
識
す
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
よ
う
な
家
を
特
定
す
る
必
要

が
あ
る

と
き
は
、
「A

(農
家
の
家
の
名
∀
の
近
く

の
青

い
屋
根

の
家
」
と
い
う

よ
う
に
農
家
に
付
託
し
て
な
さ
れ
る
。

　

そ
の

一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
新
し

い
家
に
つ
い
て
も

「家

の
・薮
人

で
あ
る
」
こ
と
や

「白
分
の
家
を
建
て
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
人
を

特
定
す
る
う
え
で
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
て
、
か
な
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ら

ず

言

及

さ

れ

る

。

人

々

に
と

っ
て

、

家

の
主

人

で

あ

る

こ

と

は

何

を

意

味

す

る

の
か

、

こ

の

こ
と

を

最

後

に
考

え

て

み

よ

う

。

②

自

立

し

た

人

と

い
う

概

念

　

自

ら

が
家

の
・E
人

で

あ

る

こ

と

は

、

そ

う

で
な

い

こ
と

と

対

比

さ

れ

る

。

そ

う

で
な

い
こ

と

と

い
う

の
は

、

キ

ョ
ウ

ダ

イ

や

オ
イ

が

相

続

し

た

家

に

非

相

続

者

と

し

て

生

活

す

る

こ

と

や

、

他

人

の
家

に

奉

公

人

と

し

て

生

活

す

る

こ
と

を

意

味

す

る

。

こ

の
対

比

を

表

現

す

る

の

が

、

「
自

立

」

ω
巴
σ
。゚
壁

コ
臼
ひq
と

「
依

存

」

鋤
σ
ゴ
餌
昌
ひq
戯

と

い

う

語

で
あ

る

(ド
イ

ツ
語
で

..量
σ
,

は
英
語
の

,.ωΦ
『

に
あ
た
り
、
..ωけ蟹
臼
ひq
、、
は

、.ω冨
巳
..
に
通
じ
る
。
ま
た

菩
冨
轟
凶ひq
は
英
語
の
ぎ
轟

に
通
じ
る
)
。

こ

こ

で

注

意

し

な

け

れ

ば

い
け
な

い

の

は
、

こ

の

「
自

立

」

と

「
依

存

」

と

い

う

語

が

、

人

が

お

か

れ

て

い

る

生

活

の
状

況

を

表

す

だ

け

で
な

く

、

そ

の
人

自

身

を

表

す

表

現

に
も

な

る

と

い
う

こ

と

だ

。

　

で

は

、

「
家

の
主

人

で
あ

る

人

」

が

ど

の
よ

う

に

「
自

立

し

た

人

」

と

い
う

概

念

と

結

び

付

く

の

だ

ろ

う

か

。

自

立

し

た

人

で
あ

る

家

の

主

人

は

、

そ

う

で
な

い
人

と

異

な

る

、

ど

の

よ
う

な

行

動

を

と

る

の

だ

ろ
う

か

。

客

人

を

も

て
な

し

、

ま

た

困

っ
て

い
る

人

に
援

助

の
手

を

さ

し

の

べ
る

こ

と

が

そ

れ

で

あ

る

。

そ

の

よ

う

な

行

為

は

、

家

に

お

い
て

、

家

の
資

源

を

背

景

と

し

て

遂

行

さ

れ

る

も

の

で
あ

っ
て
、

し

た

が

っ
て
家

の
主

人

が
行

う

も

の

で
あ

る
。

そ

の
場

合

の
家

と

は
、
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単
な
る
住
空
間
で
は
な
く
て
、
資
源
を
備
え
て
い
て
そ
れ
を
活
用
す

る
家
を
意
味
す
る
。
そ
の
す
ぐ
れ
た
活
用
を
行
う
家

の
主
人
の
行
為

が
、
自
立
し
た
ひ
と
り
の
人
間
と

い
う
像

に
結
ば
れ
て
い
く
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
新
し

い
家

の
主
人
た
ち

の
行
動
を
見
る
と
、

農
家
の
主
人
が
家
を
経
営
す
る
よ
う
に
、
自
ら
の
新
し
い
家
や
庭
に

働
き
か
け
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
彼
ら
は
家

の
建
築
そ
の
も

の
を
自
分

の
手
で
行

い
、
住
み
始
め
る
ま
で
に
数
年
以
上
を
か
け
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
も
、
家

へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
か
け
を

つ

づ
け
る
。
た
と
え
ば
、
庭
に
菜
園
を

つ
く
り
野
菜
を
つ
く
り
、
り
ん

ご
の
木
を
植
え
て
自
家
製
の
果
実
酒
を

つ
く
る
。
ま
た
小
さ
な
森
林

を
買

い
足
し
て
、
そ
こ
で
自
ら
森
林
労
働
を
行
う
こ
と
に
よ

っ
て
、

燃
料
材
を
生
産
し
、
そ
の
燃
料
材
で
家
を
暖
め
る
。
こ
の
よ
う
な
行

動
は
、
経
済
的
な
合
理
性
を
追
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
必
要

以
上
に
多
く

の
時
間
と
労
力
を
家
に
か
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ

が
、
こ
れ
ら
の
行
動
を
と
お
し
て
、
住
空
間
と
し
て
の
家
は
、
少
し

ず

つ
で
あ

っ
て
も
、
資
源
に
接
近
す
る
。
こ
の
こ
と
が
、
そ
の
行
動

主
体
で
あ
る
家

の
主
人
を
、
自
立
し
た
人
の
像
に
近
づ
け
て
い
く
の

で
あ
る
。

　
私
は
、

こ
の
よ
う
な
自
立
と
い
う
考
え
方
が
、
「個
人
」
と

い
う

概
念
を
再
検
討
す
る
場
合
に
も
、
大

い
に
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
自
立
と

い
う
考
え
方

に
、
「家
」
が
ひ
じ

よ
う

に

深

い
と

こ

ろ

で
関

わ

っ
て

い

る

こ

と

を

、

確

認

し

て

お

こ
う

。
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