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イ
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ウ
ェ
ー
デ
ン
発
祥
の
家
具
量
販
店
）

な
ど
で
家
具
を
購
入
す
る
と
、
組
み
立
て
方

の
説
明
書
が
付
い
て
き
ま
す
。
説
明
に
従
え

ば
、
誰
で
も
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
わ

け
で
す
。
し
か
し
、
赤
ち
ゃ
ん
に
は
当
然
な

が
ら
説
明
書
は
付
い
て
い
ま
せ
ん
。
赤
ち
ゃ

ん
の
育
て
方
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
人
間
と

の
接
し
方
は
、
極
め
て
複
雑
で
す
。「
絶
対

に
こ
う
だ
」と
い
う
、
説
明
書
の
よ
う
な
単

純
化
は
で
き
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、

人
間
が
関
わ
る
問
題
に
な
る
と
、
他
の
人
間

が
自
分
の
人
間
ら
し
さ
を
す
べ
て
駆
使
し

て
、
知
識
も
知

恵
も
、
経
験
も

道
徳
も
、
第
六

感
も
、
そ
し
て

時
「々
ず
る
賢

さ
」も
加
わ
り
、

あ
の
手
こ
の
手

で
問
題
の
解
決

に
辿
り
着
く
ま
で
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し

ま
す
。
つ
ま
り
、
日
常
生
活
で
は
、
意
外

と
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス（
常
識
）に
依
存
し
な
が

ら
他
人
と
付
き
合
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

法
の
世
界
で
も
、
昔
は
大
体
こ
の
よ
う
な

作
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
イ

ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ま
た
は
日
本
の「
大

岡
裁
き
」の
よ
う
に
、
何
か
問
題
が
発
生
し

た
と
き
、
ま
ず
目
の
前
の
問
題
を
理
解
し
、

問
題
の
背
景
や
文
脈
、
人
間
関
係
な
ど
を
考

慮
し
、
じ
っ
く
り
考
え
た
う
え
で
判
決
を
下

す
こ
と
が
理
想
で
し
た
。
私
が
研
究
し
て
い

る
日
本
法
曹
の
一
人
で
あ
る
末す

え

弘ひ
ろ

厳い
ず

太た

郎ろ
う

（
一
八
八
八
―
一
九
五
一
）が
言
う「
人
間
味
の
あ

る
裁
判
」、
つ
ま
り
、
融
通
の
効
く
裁
判
が

日
本
で
も
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
そ
し
て
数
多
く

の
他
の
国
で
も
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
思
想
の
変
化

に
よ
っ
て
法
律
も
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。

そ
の
変
化
は
何
か
と
い
う
と
、
啓
蒙
主
義
の

台
頭
に
伴
い
、
人
間
の
曖
昧
さ
を
否
定
し
、

人
間
の
存
在
を
絶
対
化
し
た
こ
と
で
す
。
例

え
ば
、「
友
情
」と
か
、「
恩
」「
親
孝
行
」な
ど

は
曖
昧
で
、
具
体
的
に
ど
う
や
っ
て
実
現
す

れ
ば
良
い
か
、
そ
の
と
き
に
良
く
考
え
て
行

動
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
啓

蒙
主
義
者
が
唱
え
る「
権
利
」は
、
は
っ
き

り
示
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
権
利
が
絶
対
視
さ

れ
が
ち
で
す
。
裁
判
が
権
利
同
士
の
戦
い
に

な
る
と
、
ど
ち
ら
か
が
絶
対
に
勝
利
す
る
わ

け
で
す
。
そ
し
て
そ
の
勝
利
は
、
結
局
、
法

律
の
解
釈
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
ま
す
。
裁
判

官
は
人
間
ら
し
さ
を
生
か
し
た
裁
判
を
す

る
よ
り
、
議
事
堂
か
ら
生
ま
れ
た
新
し
い
法

律
を
適
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
つ

ま
り
、
裁
判
官
は
、
目
の
前
の
問
題
よ
り
、

議
員
の
非
常
に
抽
象
的
な
言
葉
に
注
目
を

払
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
な
る
と
、

あ
る
意
味
、「
人
間
」が
否
定
さ
れ「
法
律
」だ

け
が
崇
拝
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
法
律
の
近
現
代
の
ス
ト
ー
リ
ー

で
す
が
、こ
う
し
た
裁
判
で
は
、実
際
に「
正

義
」が
期
待
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、

裁
判
官
が
自
分
の
経
験
、
道
徳
、
正
義
感
、

第
六
感
な
ど
を
す
べ
て
切
り
離
し
、
た
だ
法

律
の
分
厚
い
本
か
ら
見
つ
か
る
抽
象
的
で
、

分
か
り
に
く
い
言
葉
を
当
て
は
め
る
だ
け

で
、
果
た
し
て
目
の
前
の
人
間
の
た
め
に
な

る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
の
研
究
過
程
で
、
ま

さ
に
モ
ラ
ロ
ジ
ー
で
い
う「
正
義
と
慈
悲
」（
改

訂『
テ
キ
ス
ト 

モ
ラ
ロ
ジ
ー
概
論
』九
〇
〜
一
〇
〇

頁
）が
通
じ
る
裁
判
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
正

義
が
期
待
で
き
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。

私
は
、
特
に
東
ア
ジ
ア
の
社
会
で
、
法
律

が
啓
蒙
主
義
の
影
響
を
受
け
る
以
前
に
裁
判

官
が
ど
の
よ
う
に
裁
判
を
し
て
い
た
か
に
つ

い
て
関
心
を
持
ち
、
議
事
堂
で
作
ら
れ
る
法

律
の
基
礎
で
あ
る
自
然
法
、
つ
ま
り
、
ど
の

社
会
で
も
通
じ
る
道
徳
心
や
人
間
ら
し
さ
に

満
ち
た
判
決
に
つ
い
て
研
究
を
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
世
界
で
は
多
様
性
が
更
に
重

要
に
な
り
、
訴
訟
問
題
は
ま
す
ま
す
難
し
く

な
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
目
の
前
の
人

間
を
よ
く
見
て
、
文
脈
や
事
情
、
背
景
な
ど

を
考
慮
し
、
裁
判
官
が
自
分
の
人
間
ら
し
さ

を
生
か
し
て
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
た

ら
、こ
れ
か
ら
の
社
会
秩
序
に
貢
献
し
、「
和
」

の
実
現
に
近
づ
け
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
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