
躙

自
分
の
書
棚
は
も
っ
て
い
な

い
。
今
、
後
ろ
に
あ
る
の
は
、

『
夢
屋
』
を
開
く
と
き
あ
つ
め

て
き
た
古
本
。遊
び
に
き
た
「障

害
」
者
や
見
学
に
来
た
人
た
ち

が
、
自
由
に
読
ん
で
い
く
た
め

の
も
の
だ
。
自
分
の
本
は
学
生

時
代
、
友
人
が
古
本
屋
を
始
め

る
と
い
う
の
で
全
部
や
っ
て
き

た
。
そ
れ
以
来
、
棚
に
本
を
並

べ
る
と
い
う
こ
と
を
だ
ん
だ
ん

し
な
く
な

っ
た
。

そ
れ
ま
で
は
、
ご
多
分
に
も

れ
ず
、
読
ん
だ
本
が
そ
ば
に
な

い
と
な
ん
と
な
く
不
安
で
、
す

ぐ
に
読
み
返
せ
る
よ
う
手
の
と

ど
く
と
こ
ろ
に
置
い
た
り
、
と

き
に
は
背
表
紙
を
眺
め
、
大
し

た
こ
と
も
な
い
、
活
字
で
埋
め

て
き
た
自
分
の
思
考
の
歩
み
を

苦
々
し
く
も
、
ど
こ
か
な
つ
か

し
く
ふ
り
返

っ
た
り
し
て
い
た

も
の
だ
。
だ
が
、
い
つ
の
ま
に

か
そ
ん
な
こ
と
に
こ
だ
わ

っ
て

い
る
行
為
自
体
、
う
っ
と
う
し

く
な

っ
た
。

携
帯
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、

電
子
メ
ー
ル
と
情
報
は
多
様
を

極
め
つ
つ
あ
っ
て
、
本
と
て
同

じ
だ
。
巧
み
に
器
だ
け
装
丁
さ

れ
、
中
身
は
流
通
の
ス
ピ
ー
ド

に
影
響
さ
れ
始
め
て
い
る
。
読

書
と
書
き
手
の
無
意
識
は
左
有

さ
れ

「文
学
」
に
限
っ
て
言
え

ば
、
そ
の
概
念
さ
え
早
く
も
こ

わ
れ
だ
し
て
い
る
状
況
に
あ

る
。今

後
、
書
物
が
ど
ん
な
方
向

へ
い
く
か
、
も
は
や
遅
す
ぎ
る

問
い
だ
が
、
情
報
と
つ
な
が

り
、
見
つ
め
る
眼
ざ
し
、
日
常

の
視
点
だ
け
は
見
失
わ
ず
に

い
た
い
と
思

っ
て
い
る
。
自
己

の
生
活
か
ら
照
ら
す
こ
と
で

、

自
ず
と
そ
こ
に
は
色
や
匂
い
、

触
感

の
薄
ま
ら
ぬ

言
葉

の
書

棚
は
で
き
る
と

考
え
て
い
る

か
ら
だ
。棚
は
ス
チ
ー
ル
や
木
、

フ
ロ
ッ
ピ
ー
、
魂
、
な
ん
で
も

か
ま
わ
な
い
。
肝
心
な
の
は
ど

う
消
化
し
、
生
き
る
実
感
を
目

々
の
中
に
取
り
戻
し
い
く
か
、

だ
か
ら
。

（障
害
者
作
業
所

「夢
屋
」
代

表
）

―

〓

雛

宮本誠二 色や匂い、触感薄まら

映画の上映会や町づくりのパンフレットなどをはり、「皆が
集い、くつろげる場にしていますJと鮨す日本誠一さん

葉善一日
ぬ

平成 13年 (別I


