
 

寒
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

皆
様
、
つ
つ
が
な
く
新
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ

と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

弊
社
も
お
か
げ
さ
ま
で
３
回
目
の
新
年
を
迎

え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
本
年
も
い
ろ
い
ろ

な
方
々
に
金
の
魅
力
、
金
地
金
を
保
有
す
る
意

義
を
広
め
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 

さ
て
、
今
年
も
金
に
と
っ
て
面
白
い
年
に
な

る
と
思
い
ま
す
。 

 

な
ぜ
な
ら
、
本
気
で
デ
フ
レ
脱
却
、
イ
ン
フ

レ
を
目
指
し
て
安
倍
政
権
が
動
き
出
す
年
と
な

る
か
ら
で
す
。 

「
イ
ン
フ
レ
」
と
は
、
「
物
の
価
値
が
上
が

り
、
通
貨
の
価
値
が
下
が
る
こ
と
。
」
つ
ま
り

「
金
の
価
値
が
上
が
り
円
の
価
値
が
下
が
る
」

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
イ
ン
フ
レ
ヘ
ッ
ジ
と
し

て
い
よ
い
よ
金
が
本
領
発
揮
す
る
と
き
で
す
。 

 

皆
様
に
と
っ
て
も
今
年
一
年
が
い
い
年
に
な

る
こ
と
を
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。 

 

一
年
で
一
番
寒
い
季

節
と
な
り
ま
す
。
ど
う

ぞ
お
体
ご
自
愛
く
だ
さ

い
。 

 

ご
存
知 

 
 

で
す
か
？ 

 
金
座(

き
ん
ざ)

～
江
戸
の
金
貨
鋳
造
所
～ 

  

金
座
と
は
、
江
戸
幕
府
に
お
い
て
金
貨
鋳
造
を

行
っ
た
場
所
・
組
織
で
、
現
在
の
日
本
橋
本
石
町

に
あ
り
ま
し
た
。
文
禄
四(

一
五
九
五)

年
、
徳
川
家

康
が
京
都
の
金
匠
・
後
藤
庄
三
郎
光
次
に
命
じ
江

戸
で
小
判
を
鋳
造
さ
せ
た
時
に
始
ま
り
、
江
戸
幕

府
成
立
後
は
留
守
居
、
勘
定
奉
行
の
支
配
下
に
置

か
れ
、
江
戸
本
石
町
に
役
宅
が
設
置
さ
れ
ま
し

た
。 

 

金
座
成
立
後
、
後
藤
家
は
御
金
改
役(

ご
き
ん
あ

ら
た
め
や
く)

と
し
て
本
石
町
の
金
貨
の
鑑
定
・
検

印
の
み
を
行
い
、
実
際
の
鋳
造
は
小
判
師
と
呼
ば

れ
る
職
人
達
が
行
っ
て
い
ま
し
た
。
小
判
師
達
は

小
判
座
と
総
称
さ
れ
、
役
宅
周
辺
に
居
住
し
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
小
判
座
を
統
括
し
御
金
改
役
を

世
襲
し
て
い
た
後
藤
宗
家
は
大
判
座
と
も
呼
ば
れ

ま
し
た
。
こ
の
金
座
で
鋳
造
さ
れ
最
終
検
査
に
合

格
し
た
小
判
は
百
両
単
位
で
包
封
金
と
し
勘
定
所

に
上
納
さ
れ
ま
し
た
。 

 

一
般
的
に
銀
座
よ
り
マ
イ
ナ
ー
な
イ
メ
ー
ジ
の

あ
る
金
座
で
す
が
、
そ
の
日
本
橋
本
石
町
の
跡
地

に
あ
る
の
が
、
最
近
何
か
と
話
題
の
日
本
銀
行
本

店
で
す
。
ち
な
み
に
建
物
の
設
計
は
東
京
駅
と
同

じ
辰
野
金
吾
で
す
。
近
く
に
行
か
れ
た
際
は
訪
れ

て
み
る
の
も
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 



 

生
菓
子
や
ク
ー
ル
宅
配
便
な

ど
に
付
い
て
く
る
保
冷
剤
。
夏
は

バ
ン
ダ
ナ
な
ど
に
包
ん
で
首
に

巻
く
と
厚
さ
対
策
に
な
り
ま
し

た
。
愛
犬
の
首
に
巻
い
て
あ
げ
た

方
も
い
る
で
し
ょ
う
。
冬
場
は

「
保
温
剤
」
と
し
て
活
用
し
て
み

ま
せ
ん
か
。 

 

保
冷
剤
を
自
然
解
凍
さ
せ
て

お
湯
で
温
め
ま
す
。
た
だ
し
熱
湯

で
急
激
に
温
め
る
の
は
危
険
で
す
。
鍋
に

か
け
た
り
も
避
け
ま
し
ょ
う
。
適
度
に
温

ま
っ
た
保
冷
剤
を
取
り
出
す
と
「
保
温
剤
」

の
完
成
で
す
。
電
子
レ
ン
ジ
で
温
め
る
方

法
も
あ
り
ま
す
。
加
熱
時
間
は
10
～
15

秒
。
温
め
す
ぎ
な
い
よ
う
５
秒
お
き
く
ら

い
に
適
温
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 

で
き
あ
が
っ
た
「
保
温
剤
」
を
肩
や
腰
な

ど
の
凝
っ
た
部
分
に
当
て
る
と
、
お
灸
の

よ
う
に
じ
わ
じ
わ
と

患
部
が
温
ま
り
ま

す
。
使
い
捨
て
カ
イ

ロ
で
温
め
て
い
る
人

は
、
そ
の
代
わ
り
に

い
か
が
で
し
ょ
う
。 

 

目
の
疲
れ
が
気
に
な
る
と
き
は
、
ぬ
る

め
に
温
め
た
「
保
温
剤
」
を
ま
ぶ
た
の
上
に

の
せ
て
お
き
ま
す
。
目
の
疲
れ
が
和
ら
ぎ
、

ほ
っ
こ
り
と
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
ま
す
よ
。

ま
た
、
お
弁
当
な
ど
を
短
時
間
保
温
し
た

い
と
き
に
も
便
利
で
す
。 

 

保
冷
剤
は
美
容
の
面
で
も
意
外
な
使
い

道
が
あ
り
ま
す
。
日
焼
け
を
し
て
し
ま
っ

た
と
き
、
シ
ー
ト
パ
ッ
ク
の
上
か
ら
当
て

る
と
水
分
補
給
と
鎮
静
化
が
一
度
に
で
き

ま
す
。
毛
穴
が
気
に
な
る
と
き
も
同
じ
方

法
で
毛
穴
が
キ
ュ
ッ
と
引
き
し
ま
り
ま

す
。
お
料
理
の
場
面
で
は
葉
も
の
野
菜
や

ゆ
で
卵
を
冷
や
す
と
き
に
便
利
。
ボ
ウ
ル

に
保
冷
剤
を
入
れ
、
そ
の
中
に
冷
や
し
た

い
も
の
を
入
れ
ま
し
ょ
う
。
料
理
家
も

や
っ
て
い
る
裏
ワ
ザ
で
す
。 

 

 

人
生
は
筋
書
き
の
な
い
ド
ラ
マ
だ
と

言
っ
た
の
は
誰
な
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
言
い
得
て
妙
な
名
言
で
す
。
明
日
ど

こ
ろ
か
１
秒
先
に
何
が
起
こ
る
か
、
そ

れ
は
誰
に
も
わ
か
り
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
、
い
つ
ど
ん
な

こ
と
が
起
こ
ろ
う
と
も
、
そ

の
「
ド
ラ
マ
」
の
脚
本
を
書

い
た
の
は
自
分
で
、
主
役
は

自
分
だ
と
思
え
ば
、
人
生
の

味
わ
い
方
が
違
っ
て
く
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

脚
本
家
で
あ
る
「
私
」
は
、

主
演
の
「
私
」
が
人
生
を
最

大
限
楽
し
む
お
芝
居
を
書

き
ま
し
た
。
あ
る
シ
ー
ン
で

は
主
人
公
が
と
て
も
つ
ら

い
目
に
遭
い
ま
す
。
け
れ
ど

そ
の
シ
ー
ン
の
目
的
は
主
人
公
を
た
だ

悲
し
ま
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
悲

し
み
を
通
じ
て
人
生
の
深
み
を
知
っ
て

い
く
こ
と
。
俳
優
と
し
て
は
や
り
甲
斐

の
あ
る
シ
ー
ン
で
し
ょ
う
。 

 

私
が
書
い
た
私
の
た
め
の
素
敵
な
お

芝
居
。「
私
」
と
い
う
役
に
な
り
き
っ
て

「
私
」
を
演
じ
る
こ
と
を
大
い
に
楽
し

ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
は
「
人
生

を
楽
し
む
」
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 
私
は
、
人
生
そ
の
も
の
を 

私
が
脚
本
を
書
い
た
素
敵
な
お
芝
居
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
目
的
は
、 

私
が
私
の
役
を
演
じ
る
こ
と
を 

最
大
限
に
楽
し
む
こ
と
で
す
。 
 

―
―
シ
ャ
ー
リ
ー
・
マ
ク
レ
ー
ン
（
女
優
）  



 

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。「
今
年
こ
そ
！
」
の
誓
い
を
新
た
に
す

る
新
年
。
人
そ
れ
ぞ
れ
の
「
今
年
こ
そ
」

が
あ
り
ま
す
が
、
目
標
を
達
成
す
る
と
き

に
ネ
ッ
ク
に
な
る
の
は
内
面
の
弱
点
で

し
ょ
う
。
意
志
が
弱
い
。
悲
観
的
。
愚
痴

が
多
い
…
…
。
あ
の
宝
塚
歌
劇
団
で
は
そ

れ
を
「
ブ
ス
」
と
呼
ぶ
よ
う
で
す
。 

 

実
業
家
・
小
林
一
三
氏
の
教
え
で
あ
る

「
清
く
、
正
し
く
、
美
し
く
」
を
忠
実
に

守
り
続
け
る
宝
塚
。
宝
塚
音
楽
学
校
の
規

則
が
あ
ま
り
に
も
厳
し
い
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
舞
台
裏
に
貼

ら
れ
て
い
た
「
ブ
ス
の
25
箇
条
」
が
注
目

を
集
め
て
い
ま
す
。
い
つ
、
誰
が
、

な
ん
の
た
め
に
貼
っ
た
の
か
誰
も

知
ら
な
い
そ
う
で
す
が
、
あ
る
時

期
か
ら
歌
劇
団
の
誰
も
が
目
に
す

る
場
所
に
貼
り
出
さ
れ
た
一
枚
の

紙
に
は
「
ブ
ス
の
25
箇
条
」
と
書

か
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。 

 
①
笑
顔
が
な
い 

②
お
礼
を
言
わ
な
い 

③
お
い
し
い
と
言
わ
な
い 

④
目
が
輝
い
て
い
な
い 

⑤
精
気
が
な
い 

⑥
い
つ
も
口
が
へ
の
字
の
形
を
し
て
い
る 

⑦
自
信
が
な
い 

⑧
希
望
や
信
念
が
な
い 

⑨
自
分
が
ブ
ス
で
あ
る
こ
と
を
し
ら
な
い 

⑩
声
が
小
さ
く
イ
ジ
ケ
て
い
る 

⑪
自
分
が
最
も
正
し
い
と
信
じ
て
い
る 

⑫
グ
チ
を
こ
ぼ
す 

⑬
他
人
を
う
ら
む 

⑭
責
任
転
嫁
が
う
ま
い 

⑮
い
つ
も
周
囲
が
悪
い
と
思
っ
て
い
る 

⑯
他
人
を
嫉
妬
す
る 

⑰
他
人
に
つ
く
さ
な
い 

⑱
他
人
を
信
じ
な
い 

⑲
謙
虚
さ
が
な
く
ゴ
ウ
マ
ン
で
あ
る 

⑳
人
の
ア
ド
バ
イ
ス
や
忠
告
を
受
け
入

れ
な
い 

㉑
な
ん
で
も
な
い
こ
と
に
キ
ズ
つ
く 

㉒
悲
観
的
に
物
事
を
考
え
る 

㉓
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
な
い 

㉔
存
在
自
体
が
周
囲
を
暗
く
す
る 

㉕
人
生
に
お
い
て
仕
事
に
お
い
て
意
欲

が
な
い 

  

こ
の
中
か
ら
「
自
分
に
も
当
て
は
ま
る

と
思
う
項
目
」
を
一
般
女
性
に
聞
い
た
ア

ン
ケ
ー
ト
が
あ
り
ま
す
。
ベ
ス
ト
３
は

「
自
信
が
な
い
」「
グ
チ
を
こ
ぼ
す
」「
な

ん
で
も
な
い
こ
と
に
キ
ズ
つ
く
」
。
続
い

て
、「
他
人
を
う
ら
む
」「
他
人
に
シ
ッ
ト

す
る
」「
希
望
や
信
念
が
な
い
」「
目
が
輝

い
て
い
な
い
」「
精
気
が
な
い
」「
笑
顔
が

な
い
」
の
順
で
し
た
。 

 

「
ブ
ス
の
25
箇
条
」
は
「
美
人
の
25
箇

条
」
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

＊
自
信
が
な
い
→
希
望
や
信
念
が
あ
る 

＊
グ
チ
を
こ
ぼ
す
→
グ
チ
を
こ
ぼ
さ
な
い 

＊
な
ん
で
も
な
い
こ
と
に
キ
ズ
つ
く
→

小
さ
な
こ
と
に
ク
ヨ
ク
ヨ
し
な
い 

 

「
ブ
ス
の
25
箇
条
」
は
な
か
な
か
キ
ビ

シ
イ
指
摘
で
す
が
、
自
分
の
中
の
「
ブ
ス
」

を
ひ
と
つ
で
も
「
美
人
」
に
替
え
て
い
く

と
、「
今
年
こ
そ
」
が
叶
っ
て
い
く
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。 

 

 



【１】愛嬌を振り撒く／愛想を振り撒く 

【２】合いの手を入れる／合いの手を打つ 

【３】青息吐息／青色吐息 

【４】明るみに出る／明るみになる 

【５】味わわせる／味あわせる 

 

故
人
が
友
人
の
親
戚
や
仕
事

関
係
者
な
ど
の
場
合
、
弔
電
を
打

と
う
に
も
喪
主
の
名
前
が
わ
か

ら
な
い
ケ
ー
ス
は
よ
く
あ
り
ま

す
。
そ
の
と
き
は
亡
く
な
っ
た
方

の
名
前
を
フ
ル
ネ
ー
ム
で
書
き
、

続
い
て
ご
遺
族
様
と
書
い
て
宛

名
と
し
ま
し
ょ
う
。 

 

弔
電
で
は
喪
主
と
故
人
の
関

係
に
よ
り
、
故
人
に
は
敬
称
を
使

い
ま
す
。
た
と
え
ば
喪
主
に
と
っ

て
故
人
が
父
親
の
場
合
は
「
ご
尊

父
様
」、
夫
の
場
合
は
「
ご
主
人

様
」、
妻
の
場
合
は
「
ご
令
室
様
」

と
し
ま
す
。 

 

弔
電
で
は
「
忌
み
言
葉
」（
宗
教

的
な
理
由
か
ら
、
ま
た
は
縁
起
を

か
つ
ぐ
意
味
で
使
う
の
を
避
け

る
言
葉
）
に
は
十
分
注
意
し
ま

し
ょ
う
。「
か
え
す
が
え
す
」「
か

さ

ね

が

さ

ね
」「
ま

す

ま

す
」

「
じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
（
重
々
）
」
な
ど

の
重
ね
言
葉
を
は
じ
め
、
「
さ
い

さ
ん
（
再
三
）」「
つ
づ
く
（
続
く
）」

「
な
お
（
尚
）
」「
ふ
た
た
び
」
な

ど
は
忌
み
言
葉
で
す
。 

  

ま
た
、
神
式
や
キ
リ
ス
ト
教
式

の
葬
儀
の
場
合
、
「
お
う
お
う

（
往
々
）」
「
く
よ
う
（
供
養
）」

「
じ
ょ
う
ぶ
つ
」「
め
い
ふ
く
」
と

い
っ
た
言
葉
は
使
わ
な
い
の
で

気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。 

 

「
し
ぬ
」 

「
し
ぼ
う
（
死
亡
）」

「
せ
い
ぞ
ん
（
生
存
）
」「
い
き
る

（
生
き
る
）
」
な
ど
の
直
接
的
な

表
現
も
避
け
て
お
く
の
が
マ

ナ
ー
で
す
。 

  

【１】正解は「愛嬌（あいきょう）を振り撒く」。 

「愛想（あいそ）」を使うなら「愛想がいい」と

なります。 

【２】正解は「合いの手を入れる」。「合の手」と

は、会話・物事の進行の間に別の人が挟む言葉や

物事のこと。「相槌（あいづち）を打つ」と混同

しやすいので「合いの手を打つ」と勘違いしてい

る人が多いようです。 

【３】正解は「青息吐息（あおいきといき）」。困

難な状況におかれたときにつくため息のこと。 

【４】正解は「明るみに出る」。「明らかになる」

と混同しやすいので「明るみになる」と勘違いし

ている人が多いようです。 

【５】正解は「味わわせる」。「味わう」や「味わ

い」とは言いますが、「味あう」「味あい」とは言

いません。 

青息吐息?     青色吐息? 




