
日
本
語
を
考
え
る

―「
書
き
こ
と
ば
」と「
話
し
こ
と
ば
」に
つ
い
て
―

大門　孝蔵「国分寺の銀杏」

「
岡
目
一
目
」

　

家
の
周
り
に
ス
ズ
メ
が
い
な

く
な
っ
た
。
日
本
の
家
に
は
ス

ズ
メ
が
似
合
う
が
、
そ
も
そ
も

日
本
の
家
と
言
え
る
も
の
が
少

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

ス
ズ
メ
も
ツ
バ
メ
も
人
間
の

生
活
の
近
く
に
い
て
か
わ
い

い
。
ス
ズ
メ
は
ス
パ
ロ
ー
で
、

ツ
バ
メ
は
ス
ワ
ロ
ー
。
か
つ
て

国
鉄
ス
ワ
ロ
ー
ズ
と
言
う
球
団

が
あ
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
だ

ろ
う
か
。

　

当
時
一
番
早
い
列
車
が
特
急

「
つ
ば
め
号
」
で
、
そ
の
球
団

が
国
鉄
ス
ワ
ロ
ー
ズ
だ
っ
た
。

「
つ
ば
め
」
が
「
こ
だ
ま
」
に

な
り
「
ひ
か
り
」
に
な
り
、「
ス

ワ
ロ
ー
ズ
」
も
変
わ
っ
て
い
っ

た
。
球
団
名
は
銀
行
名
と
同
じ

で
、
元
は
何
だ
っ
た
の
か
、
だ

ん
だ
ん
分
か
ら
な
く
な
っ
て
行

く
。

　

ツ
バ
メ
が
子
育
て
を
終
え
、

南
に
帰
っ
て
行
く
と
、
玄
関
に

巣
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。
同
じ

家
族
の
系
統
な
の
か
、
毎
年
来

て
子
育
て
を
し
て
い
る
。
フ
ン

さ
え
落
と
さ
な
け
れ
ば
、
こ
ん

な
か
わ
い
い
も
の
は
な
い
。
毎

年
夏
休
み
に
来
る
孫
た
ち
の
よ

う
に
。

　

高
山
線
全
線
開
通
八
十
年
。

高
山
駅
周
辺
も
大
き
く
変
わ

る
。
列
車
も
駅
も
、
ど
う
か
い

つ
ま
で
も
市
民
に
と
っ
て
、
ス

ズ
メ
や
ツ
バ
メ
の
よ
う
で
あ
っ

て
欲
し
い
と
思
う
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
〈
ガ
ン
モ
ン
モ
筆
〉

　

私
は
、
高
山
市
図
書
館
「
煥
章

館
」
が
大
好
き
で
す
。
以
前
の
図

書
館
と
比
べ
蔵
書
数
に
は
雲
泥
の

差
が
あ
り
、
書
棚
も
わ
か
り
易
く

調
べ
た
い
こ
と
が
す
ぐ
に
調
べ
ら

れ
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
凛
と
し

た
緊
張
感
の
あ
る
静
け
さ
が
あ

り
、
読
書
に
最
適
の
環
境
で
す
。

そ
し
て
、
図
書
館
職
員
の
丁
寧
で

思
い
や
り
の
あ
る
対
応
に
敬
服
し

て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
私
は
最
近
、
な
ぜ
こ
と

ば
が
こ
ん
な
に
揺
れ
動
く
の
だ
ろ

う
か
と
、
つ
く
づ
く
感
ず
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
正
し
い
こ
と
ば
遣

い
と
は
、
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
だ

ろ
う
か
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

日
本
語
の
成
り
立
ち
・
系
統
に

つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
定
説
は

な
い
よ
う
で
す
。
語
彙
に
つ
い
て

は
、日
本
固
有
の
語
で
あ
る
和
語
、

中
国
か
ら
来
た
漢
語
、
そ
の
他
の

外
来
語
な
ど
か
ら
成
り
立
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
う
ち
、
漢
語
と
漢
字

の
伝
来
が
、
日
本
の
言
葉
と
文
化

に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　

漢
字
を
広
め
る
大
き
な
力
と
な

っ
た
の
が
、
古
代
の
文
化
運
動
と

も
言
え
る
写
経
で
し
ょ
う
。
そ
れ

が
平
仮
名
・
片
仮
名
を
生
み
、
そ

の
発
明
か
ら
、
平
安
文
学
な
ど
新

し
い
日
本
文
化
が
生
ま
れ
ま
し

た
。

　

中
世
に
は
、
元
に
追
わ
れ
た
宋

の
民
の
亡
命
そ
の
他
に
よ
り
、
漢

語
の
厚
み
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

　

近
世
で
は
、
江
戸
時
代
の
寺
子

屋
や
、
遊
女
の
手
習
い
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
高
い
識
字
率
に
よ
り
、

ア
ジ
ア
で
い
ち
早
く
近
代
化
を
な

し
と
げ
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
以
降
、
庶
民
の
学
習

の
基
礎
基
本
は
「
読
み
・
書
き
・

そ
ろ
ば
ん
」
で
し
た
。「
読
む
」

と
「
書
く
」
こ
と
が
日
本
文
化
形

成
の
も
と
に
な
っ
て
い
た
と
言
え

る
の
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
、現
代
は
「
話
す
・

伝
え
る
」
こ
と
の
方
に
力
が
入
れ

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

心
配
な
の
は
、
若
い
人
の
こ
と

ば
は
、昔
か
ら
使
わ
れ
て
き
た「
書

き
こ
と
ば
」
と
違
い
、
仲
間
だ
け

で
わ
か
り
合
え
る「
話
し
こ
と
ば
」

が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
を
正
し
い
と
思
い
こ

ん
で
い
る
こ
と
で
す
。
ま
た
敬
語

を
使
う
場
が
少
な
い
こ
と
が
、
敬

語
を
正
し
く
使
え
な
く
し
て
い
る

こ
と
も
気
に
な
り
ま
す
。

　

古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
文
学
作

品
に
は
、
美
し
い
日
本
語
が
た
く

さ
ん
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
語

の
美
し
さ
は
「
書
き
こ
と
ば
」
が

基
本
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
「
書
き
こ
と
ば
」
の
美
し

さ
を
も
っ
と
教
育
の
場
で
大
切
に

し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

今
、
高
山
市
図
書
館
に
は
、
た

く
さ
ん
の
「
日
本
語
」
に
関
す
る

書
物
が
揃
っ
て
い
ま
す
。
改
め
て

「
日
本
語
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

（
一
社
）
高
山
市
文
化
協
会
　
　
副
会
長
　
　
河
渡 

正
曉

　新年を祝う「市民互礼会」を次のとお
り開催します。市民ならどなたでもご参加
いただけます。各団体や個人の新年の顔
合わせも兼ねて、ぜひご参加ください。
　併せて飛騨文芸祭・一般の部の表彰
式を行います。文芸祭にご応募いただい
た皆様のご参加をお待ちしております。

◇日　時　平成27年1月1日（木）
　　　　　午前11時～
◇会　場　高山グリーンホテル
◇会　費　6000 円
　　　　　（記念品・芳名録代を含む）
◇申込み　11月10日（月）まで。
　　　　　ハガキ（当日消印有効）、FAXにて。
　　　　　※名刺交換に代わる芳名録作成の
　　　　　　　ため、期限をお守りください。
◇申込先　〒506-0053　昭和町1-188-1
　　　　　（一社）高山市文化協会
　　　　　（FAX0577-34-6877）

平成27年 新年市民互礼会のご案内


