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毎
日
の
暮
ら
し
を
工
夫
と
ア

イ
デ
ア
で
、
豊
か
に
、
そ
し
て

楽
し
く
す
る
小
さ
な
ヒ
ン
ト
満

載
の
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
に
、
待
望

の
第
二
集
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
本
は
、
何
も
は
じ
め
か
ら

読
む
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
思

い
つ
く
ま
ま
ぱ
っ
と
開
い
て
、

ど
こ
の
ペ
ー
ジ
か
ら
で
も
好
き

な
と
こ
ろ
を
読
ん
で
い
け
ば
い

い
の
で
す
。
本
来
あ
る
べ
き
人

間
ら
し
さ
、
や
さ
し
さ
と
い
っ

た
も
の
に
も
触
れ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
最
後
に
は
、
国
内
外
の
絵
本

等
の
出
版
を
数
多
く
手
が
け
た

末
盛
千
枝
子
さ
ん
と
の
「
暮
ら

し
と
仕
事
に
お
い
て
大
切
な
こ

と
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
対
談
も

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
森
本 

祐
一
）

　
お
ひ
な
様
は
形
代
（
か
た
し

ろ
）
と
い
っ
て
、
女
の
子
に
降

り
か
か
る
禍
（
わ
ざ
わ
い
）
や

穢
れ
（
け
が
れ
）
を
代
わ
り
に

引
き
受
け
て
く
れ
る
人
形
で
す
。

元
気
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
願
う

心
が
、
お
ひ
な
様
に
は
込
め
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。

　
小
学
生
の
か
り
ん
は
、
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
か
ら
古
い
雛
人
形
を

譲
り
受
け
ま
す
。
と
こ
ろ
が
お

ひ
な
様
た
ち
は
夜
に
な
る
と
動

き
出
す
の
で
す
。
そ
し
て
、
か

り
ん
は
お
ひ
な
様
た
ち
と
友
達

に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
五

人
ば
や
し
の
笛
が
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

か
り
ん
は
笛
を
探
し
だ
す
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

（
井
上 

喜
久
美
）

今
月
の
お
す
す
め
本
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月
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す
め
本
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松浦弥太郎 著

暮
ら
し
の
ヒ
ン
ト
集
２

偕
成
社

暮
し
の
手
帖
社

か
り
ん
ち
ゃ
ん
と
十
五
人
の
お
ひ
な
さ
ま

諏
訪
の
い
ろ
は
か
る
た

　
全
国
各
地
に
存
在
す
る
郷
土
か
る
た
。
多
く
は
絶
版
と
な
り
現
在

で
は
入
手
が
困
難
で
す
。
ふ
る
さ
と
の
財
産
「
諏
訪
い
ろ
は
か
る
た

（
信
濃
文
化
研
究
会
作
成
）
」
に
詠
わ
れ
た
か
る
た
を
紹
介
し
ま
す
。

諏
訪
の
い
ろ
は
か
る
た
（10）（10）

　
幕
府
が
昌
平
校
を
開
い
て
学
問
を
奨
励
し
た
の
に
な
ら
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
も
藩
学
を
設
け
た
。
諏
訪
高
島
藩
の
長

善
館
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
二

之
丸
騒
動
が
お
さ
ま
っ
て
、
諏
訪
大
助
の
屋
敷
跡
二
之
丸
に

作
ら
れ
た
長
善
館
は
、
儒
学
を
中
心
に
し
て
藩
士
の
子
弟
を

教
育
し
た
。
儒
学
の
石
垣
南
陵
、
弓
術
の
稲
垣
半
蔵
、
砲
術
の
坂
本
八
弥
な
ど
が
教
授
・
師

範
で
あ
っ
て
、
朱
子
学
が
中
心
で
あ
っ
た
。
子
弟
は
八
歳
か
ら
三
十
歳
ま
で
で
そ
の
う
ち
三
、

四
十
人
は
寄
宿
舎
に
収
容
し
、
通
学
は
百
七
、
八
十
人
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
大
き
な
学
校
で

あ
っ
た
。
長
善
館
の
名
の
お
こ
り
は
「
善
な
る
に
長
じ
、
足
ら
ざ
る
を
補
う
」
と
い
う
語
か

ら
と
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
掲
げ
た
額
は
松
平
定
信
が
揮
毫
し
て
く
れ
た
も
の
と
い
う
。
長

善
館
か
ら
は
幾
多
の
秀
才
や
英
才
が
輩
出
し
て
医
師
と
な
り
国
学
者
と
な
り
、
経
世
の
政
治

家
と
な
っ
た
。
維
新
後
、
長
善
館
は
旧
藩
主
の
好
意
で
東
京
に
移
さ
れ
、
諏
訪
か
ら
東
京
に

出
て
勉
学
す
る
人
た
ち
の
宿
舎
と
な
っ
て
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。

　
高
島
藩
か
ら
は
、
毎
年
将
軍
家
に
献
上
す
る
凍
餅
が
、
も

の
も
の
し
い
行
列
を
仕
立
て
て
甲
州
街
道
を
進
ん
で
い
っ
た
。

凍
餅
は
高
島
藩
の
特
産
物
で
あ
り
、
藩
直
営
の
氷
餅
部
屋
が

城
内
に
あ
っ
て
、
庶
民
が
こ
れ
を
生
産
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
か
っ
た
。
厳
し
い
寒
波
を
利
用
し
て
の
風
土
産
業
で
あ
っ

た
。
暖
冬
の
年
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
霧
ヶ
峰
強
清
水
ま
で
登
っ
て
作
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

　
廃
藩
後
は
氷
餅
部
屋
で
技
術
を
覚
え
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
そ
の
製
法
が
受
け
継
が
れ
、

こ
れ
に
新
し
い
技
術
を
加
え
今
な
お
続
い
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
諏
訪
で
寒
気
を
利
用
し
て
の

産
業
に
、
寒
天
・
凍
豆
腐
が
あ
る
。
寒
天
は
茅
野
を
中
心
に
製
造
さ
れ
低
温
・
無
風
・
乾
燥
・

水
利
な
ど
の
条
件
が
整
っ
て
大
き
く
発
展
し
た
。
諸
国
か
ら
集
ま
っ
て
き
た
「
天
屋
小
僧
」

と
い
わ
れ
た
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
冬
の
副
業
と
し
て
寒
天
造
り
は
盛
ん
に
な
っ
た
。
ま
た

凍
豆
腐
は
し
み
豆
腐
と
も
い
わ
れ
、
専
用
に
作
ら
れ
た
豆
腐
を
凍
ら
せ
て
、
そ
れ
を
清
水
で

と
か
し
て
乾
燥
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。 えし

英
才
の
生
ま
れ
た
藩
学
長
善
館

え
い
さ
い

し
ょ
う
ぐ
ん

け
ん
じ
ょ
う
ひ
ん

こ
お
り
も
ち

う

は
ん
が
く
ち
ょ
う
ぜ
ん
か
ん

将
軍
に
献
上
品
の
凍
餅

～郷土かるたで故郷発見～

〜
町
図
書
館
か
ら
〜

障
害
物
競
走

そ
り
引
き
ゲ
ー
ム

げ
た

ス
ケ
ー
ト
体
験

じ
ゃ
ん
け
ん

ス
ケ
ー
テ
ィ
ン
グ

氷
上
ボ
ー
リ
ン
グ

冬を楽しむ！ ～氷上祭～
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