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畳の必然性

和
の
住
宅
に
畳
は
必
須
な
ん
だ
ろ
う
か
？
そ
ん

な
こ
と
を
考
え
て
、畳
の
こ
と
を
調
べ
ま
し
た
。手

持
ち
の
書
籍
を
調
べ
る
だ
け
の
、
に
わ
か
勉
強
で

あ
る
こ
と
は
ご
容
赦
を
。

畳
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
２
種
類
の
説
が
あ
り

ま
し
た
。「
皮
や
布
、む
し
ろ
な
ど
薄
い
敷
物
の
こ

と
で
、
不
用
の
と
き
は
た
た
ん
で
持
ち
運
べ
る
も

の
だ
っ
た
。」※1
、「
奈
良
時
代
に
『
板
敷
』
と
い
わ

れ
て
い
た
よ
う
に
板
を
敷
き
つ
め
て
、
そ
の
上
に

座
る
と
き
は
草
で
編
ん
だ
座
具
が
用
い
ら
れ
た
。

平
常
は
た
た
ん
で
お
く
の
で
タ
タ
ミ
と
い
わ
れ
、

こ
れ
が
『
畳
』
の
起
源
だ
と
さ
れ
て
い
る
。」※2
な

ど
、
畳
と
は
薄
い
敷
物
の
こ
と
で
た
た
む
こ
と
か

ら
「
タ
タ
ミ
」
と
い
う
の
だ
と
い
う
説
※3
。
そ
し

て
、「『
畳
』
は
敷
物
全
般
を
指
し
、
そ
の
中
で
も

特
に
幾
重
に
も
た
た
み
重
ね
た
も
の
」※4
、「
薄
い

敷
物
状
の
素
材
（
菅
、
獣
皮
、
布
な
ど
）
を
幾
枚

か
重
ね
て
刺
し
て
つ
く
っ
た
敷
物
の
こ
と
で
、『
重

ね
る
』『
厚
い
』
の
意
味
が
あ
る
『
畳
』
が
当
て
ら

れ
た
の
で
あ
る
。」※5
、「
布
や
皮
、
あ
る
い
は
筵
の

よ
う
な
薄
い
物
を
何
枚
か
重
ね
て
縫
い
合
わ
せ
、

そ
れ
を
敷
物
に
し
た
物
を
畳
と
呼
ん
で
い
た
よ
う

で
あ
る
。」※6
に
あ
る
よ
う
に
、
薄
い
物
を
重
ね
た

も
の
が
「
畳
」
で
あ
る
と
い
う
説
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
土
間
と
板
敷
の
床
か
ら
な
る
日
本
の
住
ま

い
の
床
に
、
状
況
に
応
じ
て
敷
か
れ
る
「
し
つ
ら

い
」
の
た
め
の
調
度
品
で
あ
り
、座
具
で
あ
り
、寝

具
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
そ
し

て
、
使
う
人
の
身
分
に
よ
っ
て
、
か
な
り
厳
格
に

そ
の
仕
様
や
用
法
が
決
ま
っ
て
い
た
そ
う
で

す
。・
・
・
し
か
し
そ
れ
な
ら
、
や
は
り
畳
は
必
須

で
は
な
く
、
板
敷
の
間
だ
っ
て
和
室
じ
ゃ
な
い
か
。

し
か
し
、
ご
存
じ
の
通
り
、
中
世
に
な
る
と
書

院
造
の
発
展
と
と
も
に
畳
は
敷
き
つ
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
座
敷
に
お
い
て
座
敷
飾
り
と
畳

は
セ
ッ
ト
で
必
須
で
あ
り
、
書
院
造
や
数
寄
屋
建

築
を
和
の
住
ま
い
の
原
型
だ
と
す
る
と
、
畳
が
敷

き
つ
め
ら
れ
て
い
る
の
が
和
室
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
し
ょ
う
か
。

結
論
か
ら
言
う
と
、
私
は
、
畳
は
や
は
り
和
の

住
ま
い
に
必
須
か
な
、
と
（
今
は
）
思
っ
て
い
る

の
で
す
が
、
そ
の
最
も
大
き
な
理
由
は
実
は
書
院

造
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
寸
法
で
す
。
十
寸
で
一
尺

と
い
う
中
国
由
来
の
寸
法
単
位
に
、
一
間
＝
六
尺

と
い
う
寸
法
単
位
が
割
り
込
ん
で
い
ま
す
が
、

「
間
」
と
い
う
単
位
は
中
国
に
は
な
く
、日
本
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
「
間
」
こ
そ

が
、
畳
の
大
き
さ
で
す
。
そ
も
そ
も
一
間
が
六
尺

と
定
ま
っ
た
の
は
明
治
時
代
で
、
古
代
で
は
十
尺

か
ら
七
尺
の
間
で
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
そ
う
で
す

が
、
地
域
に
よ
っ
て
畳
の
大
き
さ
が
違
う
の
で
す

か
ら
当
然
で
す
。
住
ま
い
に
お
い
て
は
、「
間
」
と

い
う
「
畳
モ
デ
ュ
ー
ル
」
が
使
用
さ
れ
、
そ
れ
は

和
の
居
住
文
化
に
か
か
わ
る
日
本
人
の
様
々
な
立

ち
居
振
る
舞
い
に
最
適
な
寸
法
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、「
生
活
空
間
だ
け
で
な
く
、
生
産
者
に
と

っ
て
も
都
合
の
よ
い
寸
法
な
の
で
す
」※7
。畳
の
大

き
さ
を
基
準
と
し
て
日
本
の
住
ま
い
は
作
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
畳
は
長
さ
だ
け
で
な
く
広
さ
の
基
準
に

も
な
り
ま
す
。
八
畳
の
間
が
ど
の
く
ら
い
の
大
き

さ
か
、
私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
（
世
代
に
よ
り
ま

す
が
）。和
室
が
一
室
も
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸

の
、
畳
が
絶
対
敷
け
そ
う
に
な
い
狭
い
室
に
も

「
４
・
０
畳
」
と
書
い
て
あ
る
。
長
さ
と
面
積
を
牛

耳
っ
て
い
る
の
が
畳
な
ら
、
や
は
り
必
須
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
感
じ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

洋
風
の
空
間
に
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
和
室
が

し
つ
ら
え
て
あ
る
場
合
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
ん

な
場
合
も
、
せ
め
て
寸
法
だ
け
は
「
畳
モ
デ
ュ
ー

ル
」
を
感
じ
る
空
間
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま

す
。
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