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は
、
床
柱
に
よ
く
似
合
う
。

自
然
の
優
美
さ
が
醸
し
出
す
風

合
い
は
、
見
る
人
の
心
を
や
さ

し
く
包
ん
で
く
れ
る
。

　

さ
っ
そ
く
床
の
間
に
は
軸
が

掛
け
ら
れ
、
優
美
な
花
が
辺
り

を
彩
る
。
住
む
人
の
人
柄
が
滲

み
出
て
好
ま
し
い
。

床
の
間
の
ル
ー
ツ
は
？

　

床
の
間
は
遠
く
上
代
か
ら

あ
っ
た
と
思
う
が
、
残
念
な
が

ら
遺
構
な
ど
見
当
ら
ず
推
測
の

域
を
出
な
い
。

　

桃
山
時
代
以
降
、
住
宅
様
式

が
寝
殿
造
り
か
ら
書
院
造
り
に

発
展
す
る
過
程
で
カ
タ
チ
が
整

日
本
家
屋
に
は
床
の
間
が
似
合
う

　

十
月
に
完
成
し
た
リ
フ
ォ
ー

ム
工
事
で
、
久
し
振
り
に
床
の

間
の
仕
事
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

床
の
間
を
配

し
た
和
室
は

日
本
建
築
に

欠
か
せ
な
い

大
切
な
場
所

と
思
っ
て
い

る
が
、
最
近

は
残
念
だ
が

和
室
か
ら
洋

室
へ
の
リ

フ
ォ
ー
ム
が

増
え
て
い
る
。

若
い
世
代
で

は
床
の
間
ど

こ
ろ
か
和
室

や
畳
不
要
論

も
少
な
く
な

い
。
畳
の
上

で
育
っ
た
世

代
と
し
て
は
、

極
め
て
寂
し
い
思
い
が
し
て
い

る
。
そ
れ
だ
け
に
床
の
間
付
き

の
和
室
リ
フ
ォ
ー
ム
に
は
、
思

い
入
れ
も
強
く
力
も
入
る
。

　

天
然
絞
り
の
北
山
杉
（
京
都

え
ら
れ
、
違
い
棚
や
書
院
な
ど

と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
構
成
さ
れ

た
座
敷
飾
り
で
あ
ろ
う
。
も
っ

と
も
茶
室
や
簡
略
化
さ
れ
た
和

室
な
ど
に
は
、
床
の
間
が
単
独

で
構
え
ら
れ
て
い
る
。

　

寝
殿
造
り
の
遺
構
は
ま
っ
た

く
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

詳
し
く
知
る
に
は
そ
の
時
代
に

行
な
わ
れ
た
行
事
や
儀
式
に
関

す
る
記
録
、
物
語
、
絵
巻
物
な

ど
か
ら
復
元
を
試
み
る
し
か
な

い
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

　

寝
殿
造
り
の
イ
ン
テ
リ
ア
を

絵
巻
物
な
ど
で
見
る
と
、
面
白

い
こ
と
に
気
付
く
。
畳
な
ど
の

敷
物
が
あ
っ
て
、
周
り
に
は
違

い
棚
、
唐
箱
、
鏡
箱
、
鏡
台
、

教
則
な
ど
配
置
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
随
所
に
几
帳
や
屏
風

が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　

後
世
の
よ
う
に
間
仕
切
り
な

ど
の
固
定
し
た
界
壁
は
な
く
、

家
具
や
調
度
を
配
置
し
て
、
生

活
が
機
能
し
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
極
め
て
開
放
的
な
空

間
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

浴
室
や
便
所
さ
え
も
、
移
動

で
き
る
調
度
だ
っ
た
よ
う
だ
。

床
の
間
の
諸
説

　

日
本
住
宅
史
の
最
初
の
概
説

を
書
い
た
の
は
、
江
戸
後
期
の

国
学
者
・
沢
田 

名
垂
《
さ
わ

だ
な
た
り
》（
一
七
七
五
〜
一

八
四
五
）
と
伝
え
ら
れ
る
。
彼

の
説
く
書
院
造
り
の
記
述
に
よ

る
と
、
そ
の
一
部
に
「
書
院
床
、

棚
、
袋
棚
な
ど
あ
り
て
…
」
と
、

床
の
間
ら
し
き
も
の
を
彷
彿
さ

せ
る
。

　

一
説
に
は
仏
壇
か
ら
床
の
間

は
発
生
し
た
と
い
わ
れ
る
。
最

初
に
提
唱
し
た
江
戸
時
代
中
期

の
故
実
家
・
伊
勢
貞
丈
《
い
せ

て
い
じ
ょ
う
》（
一
七
一
七
〜

一
七
八
四
）
の
「
貞
丈
雑
記
」

に
記
述
が
あ
る
。
こ
の
説
は
前

記
の
沢
田
名
垂
も
継
承
し
て
い

る
。

　

屁
理
屈
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、床
は
「
と
こ
」
な
の
か
、

そ
れ
と
も
「
ゆ
か
」
な
の
か
、

詳
細
は
省
く
が
「
床
」（
と
こ
）

は
座
で
あ
り
「
床
」（
ゆ
か
）

は
板
敷
き
、
つ
ま
り
フ
ロ
ア
ー

と
解
釈
す
れ
ば
分
か
り
や
す
い
。

床
（
と
こ
）
は
一
段
高
い
場
所

に
あ
り
、
床
の
間
の
機
能
と
し

て
は
、
そ
れ
自
体
が
神
聖
な
場

所
と
意
味
付
け
る
の
は
い
か
が

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く

乱
暴
な
私
見
で
あ
る
。

床
の
間
の
形
式

　

一
般
的
に
床
の
間
は
座
敷
は

も
ち
ろ
ん
だ
が
、
縁
側
と
関
連

し
て
も
造
ら
れ
る
南
側
が
縁
側

で
西
座
敷
、
正
面
左
か
ら
書
院
、

床
、
床
脇
と
並
ぶ
の
が
定
石
で

あ
る
。
た
だ
し
南
側
に
庭
が
作

ら
れ
る
と
、
樹
木
の
性
質
か
ら

庭
木
の
裏
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

　

床
の
構
造
形
式
に
は
蹴
込
み

式
と
框
式
が
あ
る
が
、
現
代
で

は
框
式
が
多
い
。

　

床
脇
は
上
に
天
袋
、
下
に
地

袋
と
い
う
戸
棚
が
あ
り
、
そ
の

間
に
段
違
い
の
二
段
の
棚
板
が

取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

棚
を
「
違
い
棚
」
と
呼
ぶ
。

　

書
院
の
ル
ー
ツ
は
書
斎
だ
と

い
う
説
が
あ
る
。
窓
に
向
け
て

机
が
造
り
付
け
に
な
っ
て
い
て

「
出
文
机
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

本
来
の
機
能
と
離
れ
て
座
敷

飾
り
の
一
つ
に
な
っ
た
が
、
縁

側
に
向
か
っ
て
造
り
出
さ
れ
、

机
状
に
地
板
を
置
き
機
能
性
の

名
残
り
を
と
ど
め
て
い
る
。

　

ほ
か
に
机
状
で
な
い
単
に
明

か
り
障
子
の
み
立
て
た
書
院
が

現
わ
れ
た
。「
平
書
院
」
と
い
う
。

床
地
板
は
欅（
け
や
き
）、松（
ま

つ
）、
楠
（
く
す
）、
栃
（
と
ち
）

な
ど
の
根
杢
板
を
艶
出
し
に
し

て
張
る
の
が
古
風
で
あ
る
。

　

床
と
床
脇
の
境
界
は
全
面
壁

に
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
無
目

を
入
れ
て
下
を
空
け
る
。
こ
れ

を
「
狆
潜
り
」
と
い
う
。

床
の
間
の
行
く
末

　

若
い
世
代
は
床
の
間
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
生
活
者
は
と
も
か
く

と
し
て
、
住
ま
い
作
り
を
仕
事

に
し
て
い
る
若
い
人
に
も
意
識

は
低
く
、
知
識
は
乏
し
い
。

　

床
の
間
を
造
っ
た
と
し
て
も
、

そ
こ
に
掛
け
る
軸
な
ど
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
だ
け

で
も
行
く
末
は
見
え
て
い
る
。

　

か
つ
て
の
よ
う
に
犯
し
が
た

い
聖
な
る
場
所
、
家
風
・
伝
統

を
継
承
す
る
空
間
、
家
族
の
秩

序
を
護
る
座
敷
と
し
て
は
機
能

し
て
い
な
い
。

　
「
床
柱
を
背
負
う
」
と
い
う

言
葉
は
あ
る
が
、
家
長
な
ど
の

位
置
付
け
は
還
暦
世
代
、
古
稀

世
代
の
郷
愁
に
過
ぎ
な
い
現
状

か
ら
見
れ
ば
、
や
が
て
消
え
去

る
運
命
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
現
代
風
に
カ
タ
チ
が
変

わ
っ
た
と
し
て
も
、
秩
序
と
美

し
さ
を
保
つ
た
め
に
、
床
の
間

の
意
義
と
機
能
は
後
世
に
遺
し

て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

（
木
原 

伸
雄
）
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人
生
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豊
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す
る  
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菜
根
譚
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こ
と
ば
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人
生
を
豊
か
に
す
る
た
め
に

■
心
が
充
実
し
て
い
れ
ば
、
人

生
は
楽
し
い

　
精
神
が
充
実
し
て
い
る
と
き

は
、
粗
末
な
布
団
に
く
る
ま

っ
て
い
て
も
、
天
地
の
生
気

を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る

■
友
は
得
が
た
い
も
の
。
古
い

友
人
を
大
切
に
せ
よ

　
古
く
か
ら
の
友
人
と
は
、
つ

ね
に
新
し
い
気
持
ち
で
付
き

合
い
た
い
。
お
年
寄
り
に
は

以
前
よ
り
も
い
っ
そ
う
労
わ

り
の
心
を
も
っ
て
接
し
た
い

■
利
益
に
進
ん
で
飛
び
付
く
な

善
行
は
人
に
後
れ
を
と
る
な

　
報
酬
は
限
度
を
超
え
て
む
さ

ぼ
る
な
。
修
養
は
で
き
る
限

り
の
努
力
を
怠
る
な
。

■
進
ん
で
幸
福
を
求
め
な
い
も

の
に
幸
福
の
窓
は
開
か
れ
る

　
節
操
の
固
い
人
物
は
自
か
ら

進
ん
で
幸
福
は
求
め
な
い
が

天
は
そ
の
心
に
惚
れ
込
ん
で

窓
を
開
い
て
く
れ
る
。

■
立
派
な
人
物
に
な
り
た
い
と

思
っ
た
ら
偉
く
な
り
た
い
な

ど
と
思
わ
ぬ
こ
と

　
立
派
な
人
物
に
な
り
た
い
と

思
っ
た
ら
、
下
ら
な
い
野
心

は
捨
て
る
こ
と
だ
。
そ
れ
だ

け
で
一
流
の
人
物
と
言
っ
て

よ
い
。

■
人
生
の
海
は
果
て
し
な
い

　
今
を
楽
し
む
の
が
安
ら
か
に

生
き
る
コ
ツ

伏見稲荷大社御茶屋

～床の間のはなし～
新春

大
学
で
学
ん
で
み
よ
う
か

　

わ
た
し
た
ち
の
青
春
時
代
は

家
業
の
手
伝
い
が
忙
し
く
、
言

い
訳
が
ま
し
い
が
勉
強
の
時
間

は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
小
学

校
時
代
も
中
学
校
時
代
も
学
校

か
ら
帰
る
と
農
業
の
手
伝
い
。

そ
れ
が
当
た
り
前
の
世
の
中
だ

か
ら
疑
問
も
持
た
ず
、
夜
な
べ

は
草
履
を
つ
く
っ
て
い
た
。
高

校
は
一
年
で
中
退
、
祖
父
母
を

助
け
て
働
い
た
。
四
十
四
名
の

同
級
生
で
大
学
進
学
者
が
一
名
、

高
校
は
四
名
。
人
間
は
面
白
い

生
き
も
の
だ
。
八
十
歳
に
な
っ

て
大
学
で
学
ぼ
う
か
と
思
い
立

っ
た
。
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
が
経
営

す
る
「
サ
イ
バ
ー
大
学
」
と
い

う
。
登
校
し
な
く
て
も
よ
い
。

新
た
な
価
値
を
創
造
し
…

　
「
先
端
の
技
術
が
学
べ
る
…
」

と
あ
り
、
一
〜
二
年
は
教
養
科

目
、
三
〜
四
年
で
専
門
科
目
を

学
ぶ
。
仕
事
や
家
庭
の
都
合
で

最
長
八
年
ま
で
在
籍
で
き
る
。

教
養
科
目
は
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ

ン
、
自
然
科
学
、
人
文
科
学
、

外
国
語
科
目
と
あ
る
。
専
門
科

目
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
コ
ー
ス
、

ビ
ジ
ネ
ス
コ
ー
ス
、
Ｉ
Ｔ
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス
と
三

コ
ー
ス
に
分
か
れ
る
。
し
か
し

カ
タ
カ
ナ
の
多
い
こ
と
。
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
が

映
像
や
音
声
を
伝
え
て
く
れ
る
。

一
週
間
の
受
講
管
理
モ
デ
ル
が

示
し
て
あ
る
が
、
生
活
に
組
み

込
ん
で
し
ま
え
ば
易
し
い
。

授
業
料
は
さ
ほ
ど
高
く
な
い

　

学
費
は
入
試
料
な
ど
含
め
て

年
間
三
十
五
万
三
千
円
、
二
年

目
か
ら
六
年
目
ま
で
二
十
四
万

三
千
円
、
合
計
百
五
十
六
万
八

千
円
掛
か
る
。
開
学
は
二
〇
〇

七
年
四
月
、
経
営
は
ソ
フ
ト
バ

ン
ク
だ
か
ら
怪
し
く
は
な
い
。

い
い
歳
を
し
て
と
笑
わ
れ
よ
う

が
、
顔
を
合
わ
す
こ
と
は
な
い

か
ら
平
気
で
あ
る
。
た
だ
し
、

今
年
は
申
し
込
み
が
間
に
合
わ

な
い
し
、
時
間
の
調
整
も
必
要

だ
。
来
期
入
学
す
る
と
し
て
卒

業
が
順
調
に
い
っ
て
八
十
八
歳

の
米
寿
に
な
る
。
認
知
症
予
防

の
ね
ら
い
も
あ
り
、
無
事
に
卒

業
ま
で
た
ど
り
つ
け
れ
ば
孫
に

も
自
慢
が
出
来
る
。
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