
春
一
番
が
吹
き
荒
れ
、
よ
う
よ
う
春
め
い
て
き
ま
し
た
。

皆
様
お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。 

 

さ
て
、
先
日
東
京
で
は
一
大
イ
ベ
ン
ト
、
東
京
マ
ラ
ソ
ン

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
弊
社
社
長
の
趣
味
は
ラ
ン
ニ
ン
グ
で

す
。
普
段
、
皇
居
を
５
周
ほ
ど
走
っ
た
り
、
た
ま
に
会
社
か

ら
自
宅
ま
で
（
約
２
０
ｋ
ｍ
）
走
っ
て
帰
る
こ
と
も
あ
る
ほ

ど
ラ
ン
ニ
ン
グ
が
大
好
き
で
す
。
当
然
、
東
京
マ
ラ
ソ
ン
に

は
毎
年
申
し
込
み
ま
す
が
、
来
年
こ
そ
参
加
す
る
ぞ
と
意

気
込
ん
で
お
り
ま
す
。 

ご
存
じ
の
と
お
り
東
京
マ
ラ
ソ
ン
は
、
東
京
の
名
所
を

巡
る
コ
ー
ス
で
す
が
、
弊
社
の
目
の
前
の
通
り
（
目
白
通

り
、
飯
田
橋
２
丁
目
）
も
コ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
弊

社
事
務
所
は
絶
好
の
観
戦
ス
ポ
ッ
ト
な
の
で
す
。
そ
こ
で

何
人
か
で
（
決
算
月
な
の
で
日
曜
出
勤
し
、
仕
事
を
し
つ

つ
）
観
戦
し
た
の
で
す
が
、
数
万
人
の
ラ
ン
ナ
ー
が
走
る
光

景
に
は
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
、
気
持
ち
よ
さ
そ
う

に
楽
し
く
走
っ
て
い
る
の
が
印
象
的
で
し
た
。
社
長
が
日

頃
の
練
習
の
成
果
を
披
露
す
る
時
に
は
、
社
員
総
出
で
応

援
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

決
算
の
方
は
、
お
か
げ
さ
ま
で
２
期
連
続
の
増
収
、
増
益

で
締
め
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
こ
れ
も
皆
様
の
お
か
げ

と
感
謝
し
つ
つ
、
更
な
る
発
展
を
目
指
し
て
今
期
も
顧
客

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を

図
っ
て
い
こ
う
と
考

え
て
お
り
ま
す
。 

寒
暖
の
差
が
大
き

く
な
る
時
季
で
す
。

ご
体
調
に
は
十
分
お

気
を
付
け
て
お
過
ご

し
下
さ
い
。 

 

ご
存
知 

 
 

で
す
か
？ 

小

判

改

鋳

で

五

百

万

両 

弊社10階より撮影 

 

江
戸
時
代
は
よ
く
小
判
を
改
鋳
し
ま
し
た
。
年

が
下
る
と
と
も
に
赤
字
財
政
に
陥
り
ま
し
た
が
、

収
入
は
コ
メ
が
中
心
。
年
貢
の
増
加
に
も
限
り
が

あ
り
「
そ
の
穴
埋
め
に
」
と
小
判
の
品
位
を
落
と

し
た
の
で
す
。 

 

幕
府
が
初
め
て
小
判
を
改
鋳
し
た
の
が
五
代
将

軍
綱
吉
の
元
禄
時
代
。
今
も
悪
名
を
残
す
（
新
井

白
石
に
よ
り
悪
人
に
さ
れ
ま
し
た
が
実
際
は
、
天

才
経
済
官
僚
と
の
説
も
あ
り
ま
す
。
）
勘
定
奉
行

荻
原
重
秀
が
そ
の
任
に
当
た
り
ま
し
た
。
当
時
、

幕
府
は
家
康
以
来
の
富
を
使
い
果
た
し
、
極
度
の

財
政
難
に
あ
え
い
で
い
ま
し
た
が
、
こ
の
改
鋳
で

約
五
百
万
両
も
の
出
目
（
＝
改
鋳
益
）
を
得
て
一

息
つ
き
ま
し
た
。
味
を
占
め
た
幕
府
は
、
財
政
難

に
な
る
た
び
に
小
判
を
改
鋳
、
特
に
文
政
と
天
保

年
間
に
は
各
五
百
万
両
以
上
の
改
鋳
益
を
得
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
然
、
副
作
用
も
あ
り
ま

し
た
。
小
判
の
出
回
り
量
が
増
え
イ
ン
フ
レ
に

な
っ
た
の
で
す
。
（
現
在
と
同

じ
こ
と
を
や
っ
た
ん
で
す
ね
。

お
金
じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
作
戦
） 

 

た
だ
、
イ
ン
フ
レ
の
時
は
概

し
て
景
気
が
よ
く
、
元
禄
時
代

は
最
も
華
や
か
な
時
代
で
し

た
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
成
功

し
、
景
気
が
回
復
す
れ
ば
い
い

で
す
ね
。 



 

新
し
い
冷
え
症
対
策
と
し
て

話
題
を
集
め
て
い
る
の
が
「
白
湯

（
さ
ゆ
）
」
で
す
。
白
湯
を
飲
む

と
、
全
身
を
温
め
る
暖
炉
の
よ
う

な
存
在
の
胃
腸
が
温
ま
り
、
実
際

に
試
し
た
人
か
ら
は
「
飲
む
と
す

ぐ
に
体
が
ぽ
か
ぽ
か
」
「
ゆ
っ
く

り
飲
む
と
イ
ラ
イ
ラ
が
落
ち
着

く
」
「
起
き
抜
け
に
飲
み
続
け
た

ら
体
重
が
減
っ
て
き
た
」
な
ど
、

冷
え
取
り
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
外
の
効

果
ま
で
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

中
で
も
白
湯
の
ダ
イ
エ
ッ
ト
と
美
容
の

効
果
に
着
目
し
て
、『
白
湯
飲
み
ダ
イ
エ
ッ

ト
』
と
い
う
本
に
ま
と
め
た
の
が
ヨ
ガ
イ

ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
千
葉
麗
子
さ
ん
。
千

葉
さ
ん
の
本
に
よ
れ
ば
体
内
は
約
40
℃

で
、
そ
れ
よ
り
冷
た
い
も
の
が
入
っ
て
く

る
と
肝
臓
の
機
能
が
低
下
す
る
の
だ
と

か
。
逆
に
体
温
が

１
℃
上
が
る
だ
け
で

代

謝

は

13

％

も

ア
ッ
プ
し
て
平
均
５

８
０
カ
ロ
リ
ー
余
分

に
燃
え
る
の
で
、
単

純
計
算
で
１
ヶ
月
２
キ
ロ
ほ
ど
の
ダ
イ

エ
ッ
ト
効
果
が
期
待
で
き
る
そ
う
で
す
。

ほ
か
に
も
白
湯
の
効
果
は
い
く
つ
か
あ
り

ま
す
が
、
体
重
45
キ
ロ
の
人
が
１
８
０
ミ

リ
㍑
の
白
湯
を
飲
む
と
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
30

分
と
同
じ
カ
ロ
リ
ー
消
費
量
だ
と
い
う
か

ら
白
湯
は
侮
れ
ま
せ
ん
。 

 

沸
騰
さ
せ
た
お
湯
を
人
肌
の
温
度
ま
で

冷
ま
し
（
40
℃
～
50
℃
）、
２
０
０
ミ
リ
㍑

の
白
湯
を
ゆ
っ
く
り
ひ
と
口
ず
つ
、
10
分

ほ
ど
か
け
て
飲
み
ま
す
。
ダ
イ
エ
ッ
ト
効

果
を
狙
う
な
ら
、
朝
・
昼
・
晩
・
寝
る
前
の

１
日
４
回
、
８
０
０
ミ
リ
㍑
ま
で
が
ベ
ス

ト
。
白
湯
が
胃
腸
を
通
っ
て
体
に
行
き
渡

る
の
を
感
じ
、「
カ
ラ
ダ
の
声
」
を
聞
く
つ

も
り
で
飲
む
と
、
今
日
の
調
子
が
わ
か
る

そ
う
で
す
。 

 

 

人
の
人
生
を
う
ら
や
ま
し
く
思
う
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。「
私
は
持
っ
て
い

な
い
」
と
い
う
思
い
が
働
く
と
、
実
際
に

は
そ
れ
ほ
ど
欲
し
く
な
い
も
の
が
必
要

以
上
に
素
敵
に
見
え
た
り
す

る
も
の
で
す
。 

 

本
当
に
欲
し
い
と
願
っ
て

も
、
そ
の
す
べ
て
が
手
に
入
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ

ど
、「
ダ
メ
」
と
言
わ
れ
た
ら
余

計
に
や
り
た
く
な
る
よ
う
に
、

「
手
に
入
ら
な
い
」
と
思
え
ば

思
う
ほ
ど
執
着
し
て
し
ま
う

の
は
不
幸
の
始
ま
り
で
す
。
手

に
入
ら
な
い
も
の
に
執
着
し

て
い
る
と
、
す
で
に
自
分
が

持
っ
て
い
る
も
の
が
色
あ
せ

て
見
え
ま
す
。
手
に
し
て
い
る

も
の
を
大
切
に
し
な
い
で
、
手
に
入
ら

な
い
も
の
を
追
い
か
け
続
け
る
日
々
に

満
足
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

私
は
も
う
十
分
持
っ
て
い
る
し
、
十

分
満
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
言
葉
に
し

て
み
ま
し
ょ
う
。
誰
の
人
生
で
も
な
く
、

確
か
に
今
、
自
分
だ
け
の
人
生
を
生
き

て
い
る
の
で
す
。
か
け
が
え
の
な
い
「
私

の
人
生
」
は
一
回
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
二

度
と
同
じ
時
間
は
過
ご
せ
ま
せ
ん
。
自

分
の
人
生
に
も
っ
と
も
っ
と
恋
し
ま

し
ょ
う
。 

 

み
ん
な
も 

人
生
に
恋
し
ま
し
ょ
う
。 

一
回
し
か
な
い
の
で
す
か
ら
。 

 

―
―
よ
し
も
と
ば
な
な
『
ゆ
め
み
る
ハ
ワ
イ
』
よ
り 



 

「
親
孝
行
し
た
い
と
き
に
は
親
は
な
し
」

と
川
柳
で
歌
わ
れ
た
の
は
江
戸
時
代
だ
そ

う
で
す
。
そ
れ
が
今
は
、「
親
孝
行
し
た
く

な
く
て
も
親
が
い
る
」
と
読
む
人
が
い
る

平
成
の
世
。
江
戸
時
代
に
比
べ
て
平
均
寿

命
が
飛
躍
的
に
伸
び
た
現
代
は
老
老
介
護

の
問
題
も
あ
り
、
世
相
を
皮
肉
る
人
も
い

る
よ
う
で
す
。
し
か
し
ど
ん
な
に
時
代
は

変
わ
っ
て
も
、
親
を
亡
く
し
て
初
め
て
「
親

孝
行
し
た
い
と
き
に
は
親
は
な
し
」
が
心

底
身
に
し
み
る
の
で
し
ょ
う
。 

  

数
年
前
、『
親
が
死
ぬ
ま
で
に
し
た
い
55

の
こ
と
』
（
親
孝
行
実
行
委
員
会
／
泰
文

堂
）
と
い
う
本
が
話
題
に
な
り
、
本
の
帯
に

は
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

「
仮
に
親
が
現
在
60
歳
と
す
る

と
…
…
20
年
（
親
の
残
さ
れ
た
寿
命
）

×

６
日
間
（
１
年
間
に
会
う
日
数
）×

11
時
間
（
１
日
で
一
緒
に
い
る
時
間
）

＝
１
３
２
０
時
間
。
つ
ま
り
、
あ
な
た

が
親
と
一
緒
に
過
ご
せ
る
日
数
は
あ

と
55
日
間
し
か
な
い
の
で
す
!!
」 

 

仮
の
数
字
で
も
こ
う
し
て
具
体
的
に
示

さ
れ
る
と
、
そ
の
数
の
少
な
さ
に
ド
キ
リ

と
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
と
は
い
え
親
に
何
を

し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
か
、
何
を
し
た
ら
喜

ん
で
も
ら
え
る
の
か
、「
親
孝
行
」
と
い
う

言
葉
を
前
に
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
う
人
も

少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。
子
ど
も
は
案
外

親
の
こ
と
を
知
ら
な
い
も
の
で
す
。 

  

こ
の
本
に
は
55
人
の
親
孝
行
物
語
が
短

編
小
説
風
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
本

を
作
る
に
あ
た
っ
て
親
孝
行
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
ベ
ス
ト
３
は
、 

＊
親
に
会
い
に
行
く 

＊
親
に
あ
り
が
と
う
を
伝
え
る 

＊
親
に
手
紙
を
書
く 

 

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
ほ
か
、 

＊
肩
を
も
ん
で
あ
げ
る 

＊
母
子
手
帳
を
見
せ
て
も
ら
う 

＊
自
分
の
誕
生
日
に
親
へ
プ
レ
ゼ
ン
ト 

＊
親
の
夢
を
聞
く 

 

＊
自
分
の
名
前
の
由
来
を
聞
く 

＊
自
分
が
生
ま
れ
た
時
の
話
を
聞
く 

＊
初
め
て
ぶ
た
れ
た
時
の
話
を
聞
く 

＊
親
に
と
っ
て
「
仕
事
と
は
何
か
」
を
聞
く 

 

な
ど
が
寄
せ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
親
に

一
個
人
と
し
て
の
話
を
聞
い
て
み
る
の
も

親
孝
行
な
ん
で
す
ね
。 

  

先
ほ
ど
の
本
の
帯
に
習
っ
て
、
親
と
一

緒
に
過
ご
せ
る
残
り
の
時
間
を
計
算
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。 

 

（
１
回
に
会
う
時
間
数
）×

（
１
年
間
に

会
う
回
数
）×

（
平
均
寿
命 -

 

親
の
現
在
の

年
齢
）÷

24
時
間 

 

示
さ
れ
た
数
字
を
見
る
と
、
親
に
対
し

て
自
然
と
「
あ
り
が
と
う
」
の
気
持
ち
が
わ

い
て
き
ま
せ
ん
か
。
そ
の
気
持
ち
を
素
直

に
親
に
伝
え
た
ら
、
そ
れ
が
立
派
な
親
孝

行
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

親
の
望
み
を
叶
え
て
あ
げ
る
の
が
親
孝

行
だ
と
思
う
子
ど
も
と
、
子
ど
も
自
身
が

幸
せ
で
い
る
こ
と
が
い
ち
ば
ん
の
親
孝
行

だ
と
い
う
親
。「
し
て
あ
げ
る
」
こ
と
が
親

孝
行
で
は
な
い
と
わ
か
っ
て
は
い
て
も
、

子
ど
も
と
し
て
は
形
で
示
し
た
い
気
持
ち

も
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
最
高
の
親
孝
行
は
、

決
し
て
形
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
す
で
に

親
御
さ
ん
を
見
送
ら
れ
た
方
も
天
国
に
向

か
っ
て
「
あ
り
が
と
う
」
。
そ
の
と
き
あ
な

た
が
心
か
ら
の
笑
顔
で
あ
れ
ば
、
親
は
何

よ
り
嬉
し
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

 



＊下線部の漢字の読み方は？ 

【１】代替品をお届けします。 【２】早急に対応します。 

【３】どちらの言い方が正しいでしょう。 

（コンビニなどで） 

①「袋はご利用ですか？」  ②「袋はご入り用ですか？」 

 

「
香
り
系
柔
軟
剤
」
が
大
ブ
ー

ム
で
す
。
良
い
香
り
を
求
め
る
だ

け
で
な
く
柔
軟
剤
の
香
り
に
「
自

己
表
現
」
や
「
癒
し
効
果
」
を
期

待
す
る
人
も
増
え
、
複
数
の
香
り

系
柔
軟
剤
を
使
い
分
け
て
い
る

人
も
め
ず
ら
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
香
り
系
柔
軟
剤
の
人

気
ベ
ス
ト
３
は
、
１
位
「
レ
ノ
ア

ハ
ピ
ネ
ス
」、
２
位
「
ソ
フ
ラ
ン 

ア
ロ
マ
リ
ッ
チ
」、
３
位
「
ダ
ウ

ニ
ー
」
だ
そ
う
で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
柔
軟
剤

を
巡
っ
て
香
り
に
対
す
る
マ

ナ
ー
問
題
が
起
こ
っ
て
き
ま
し

た
。
香
り
が
強
す
ぎ
て
職
場
で
注

意
を
受
け
た
。
隣
家
か
ら
風
で
運

ば
れ
て
来
る
洗
濯
物
の
柔
軟
剤

の
香
り
に
イ
ラ
イ
ラ
す
る
。
乗
り

物
で
隣
り
合
っ
た
人
か
ら
柔
軟

剤
の
強
い
香
り
が
し
て
体
調
を

崩
し
た
…
…
。
中
に
は
香
水
と
同

じ
く
ら
い
香
る
柔
軟
剤
も
あ
り

ま
す
。
愛
用
し
て
い
る
人
は
、
香

水
を
つ
け
る
と
き
の
香
り
の
マ

ナ
ー
を
覚
え
て
お
く
と
い
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

香
り
の
マ
ナ
ー
の
ポ
イ
ン
ト

は
時
と
場
所
を
わ
き
ま
え
る
こ

と
で
す
。
香
水
で
も
柔
軟
剤
で
も

食
事
の
場
に
強
い
香
り
は
タ

ブ
ー
。
特
に
和
食
の
席
で
は
香
り

に
敏
感
に
な
っ
て
お
い
た
方
が

良
さ
そ
う
で
す
。
本
人
は
気
づ
か

な
く
て
も
、
そ
の
香
り
は
周
囲
ま

で
し
っ
か
り
届
い
て
い
ま
す
。
柔

軟
剤
だ
か
ら
の
言
い
訳
が
通
用

し
な
い
場
も
あ
る
こ
と
を
お
忘

れ
な
く
。 

  

【１】正解は「だいたいひん」。代替を「だいがえ」

と読むのは、日本語の基本として好まれない「重

箱読み」に相当するそうです。重箱読みとは、二

文字以上の漢字で表記される語を「音読み」と「訓

読み」を混ぜて読む読み方です。たとえば「重箱」

の「じゅう」は音読み、「ばこ（はこ）」は訓読み。

ほかにも「縁組（えんぐみ）」「献立（こんだて）」

など、上を音読み、下を訓読みする場合と、「湯桶

（ゆとう）」のようにその逆の場合もあります。 

【２】「そうきゅう」と「さっきゅう」どちらも正

解です。本来は「そうきゅう」ですが、圧倒的に

「さっきゅう」が普及していた時期があったり、

慣用的に「さっきゅう」と読まれてきたといった

背景があるようです。 

【３】正解は②「ご入り用ですか」。ご入り用（ご

いりよう）は、必要であることなどを意味する「入

用」の丁寧な言い回し。「りよう」と「いりよう」

の発音が似ているので間違いやすい言葉です。 




