
ま
だ
ま
だ
暑
い
日
が
続
き
ま
す
が
、
皆
様
お

変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
の
こ
と
と
お
喜
び
申
し

上
げ
ま
す
。 

 

さ
て
、
９
月
と
い
え
ば
皆
様
何
を
思
い
浮
か

べ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
？ 

 

お
月
見
・
運
動
会
・
重
陽
の
節
句
・
台
風
等

い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
あ
る
マ
ン
ガ

の
主
人
公
の
生
ま
れ
た
月
で
も
あ
り
ま
す
。
ド

ラ
え
も
ん
の
誕
生
日
は
、
２
１
１
２
年
９
月
３

日
で
す
。 

ド
ラ
え
も
ん
を
、
老
若
男
女
知
ら
な
い
人
は

い
な
い
で
し
ょ
う
。
誰
も
が
知
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
大
前
提
と
し
て
、
あ
る
大
学
の
入
学

試
験
で
「
ド
ラ
え
も
ん
の
道
具
を
一
つ
選
ん
で

そ
れ
が
実
現
可
能
か
検
討
せ
よ
。
」
と
い
う
小

論
文
の
問
題
が
出
題
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。 

弊
社
は
、
「
ゴ
ー
ル
ド
積
立
く
ん
Ⓡ
」
「
プ

ラ
チ
ナ
積
立
く
ん
Ⓡ
」
の
販
売
を
通
し
て
お
客

様
に
と
っ
て
の
ド
ラ
え
も
ん
の
よ
う
な
存
在

（
―
お
客
様
の
お
悩
み
、
問
題
等
を
解
決
や
ア

ド
バ
イ
ス
で
き
る
ー
）
に
な
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
今
後

と
も
社
員
一
同
知
識
の
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
に
努
め
、
何
で
も
ご
相

談
に
こ
た
え
ら
れ
る
よ
う
日
々

研
さ
ん
を
積
ん
で
い
く
所
存
で

す
。 

 

ご
存
知 

 
 

で
す
か
？ 

 
江
戸
城
三
十
六
見
附 

  

先
月
も
ご
紹
介
し
た
通
り
千
代
田
区
に
あ
る
江

戸
城
で
す
が
、
そ
の
周
囲
を
散
策
す
る
と
多
く
の

城
門
を
見
る
事
が
出
来
ま
す
。
半
蔵
門
・
大
手

門
・
田
安
門
等
様
々
な
城
門
が
あ
り
ま
す
。
江
戸

城
三
十
六
見
附
と
は
、
江
戸
城
門
に
置
か
れ
た
見

附(

見
張
り
番
所)

の
中
か
ら
め
ぼ
し
い
三
十
六
か
所

を
挙
げ
た
も
の
で
す
。 

 

見
附(

み
つ
け)

と
は
、
本
来
は
街
道
の
分
岐
点
等

交
通
の
要
所
に
置
か
れ
た
見
張
り
所
に
由
来
す
る

言
葉
で
す
。
城
門
を
警
護
す
る
番
兵
が
通
行
人
を

見
張
る
場
所
の
事
を
言
い
、
特
に
枡
形
を
持
つ
城

門
の
監
視
場
所
を
指
し
ま
し
た
。
俗
に
江
戸
城
に

は
外
濠
、
内
濠
に
沿
っ
て
三
十
六
の
見
附
が
あ
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
も
赤
坂
見
附
・
四

谷
見
附
と
い
っ
た
地
名
と
し
て
も
残
っ
て
い
ま

す
。 

 

赤
坂
見
附
は
枡
形
門
の
形
式
で
、
江
戸
城
の
田

安
門
・
清
水
門
等
と
同
じ
で
す
。
た
だ
現
在
の
赤

坂
見
附
址
に
は
城
門
は
無
く
、
石
垣
が
残
る
だ
け

で
す
。
ち
な
み
に
飯
田
橋
駅
西
口
に
あ
る
の
が
牛

込
見
附
で
す
。
こ
こ
は
田
安
門
を
起
点
と
す
る
上

州
街
道
の
出
口
と
し
て
重
要
な
拠
点
で
、
牛
込
橋

の
手
前
に
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

都
会
の
中
で
も
趣
き
の
あ
る
場
所
で
す
。 



 

実
年
齢
よ
り
５
歳
以
上
若
く

見
え
る
人
た
ち
に
は
３
つ
の
共

通
点
が
あ
る
そ
う
で
す
。 

①
姿
勢
に
気
を
つ
け
て
い
る 

②
し
っ
か
り
洗
顔
す
る 

③
よ
く
笑
う 

 

姿
勢
や
洗
顔
と
い
っ
た
日
々

の
習
慣
に
気
を
つ
け
、
笑
顔
が
絶

え
な
い
よ
う
に
い
つ
で
も
明
る

い
表
情
を
し
て
い
る
人
は
若
く

見
え
る
よ
う
で
す
。 

 

顔
学
の
専
門
家
に
よ
れ
ば
、
顔
を
若
く

見
せ
る
一
番
の
手
段
は
「
笑
顔
」
だ
そ
う
で

す
。
加
齢
に
よ
っ
て
目
や
眉
や
口
角
が
下

が
り
、
さ
ら
に
ほ
う
れ
い
線
が
目
立
つ
よ

う
に
な
る
と
、
顔
の
見
た
目
は
三
角
形

（
△
）
の
印
象
が
強
く
な
っ
て
老
け
顔
に

な
り
ま
す
。
若
く
見
せ
る
に
は
そ
の
逆
、
つ

ま
り
顔
の
印
象
を
逆
三
角
形
（
▽
）
に
す
れ

ば
い
い
の
で
す
。 

 

専
門
家
い
わ
く
、

逆
三
角
形
を
印
象
づ

け
る
最
強
の
方
法
は

笑
顔
。
笑
う
と
頬
が

高
く
な
っ
て
口
角
も
上
が
る
の
で
顔
が
逆

三
角
形
に
見
え
ま
す
。
ま
た
、
笑
う
こ
と
で

表
情
筋
を
使
う
と
顔
の
た
る
み
防
止
に
も

な
っ
て
一
石
二
鳥
。
笑
顔
は
な
に
よ
り
の

ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
な
ん
で
す
ね
。 

 

と
こ
ろ
で
、
恋
を
す
る
と
き
れ
い
に
な

る
と
言
わ
れ
ま
す
。
恋
愛
で
ド
キ
ド
キ
す

る
と
フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル
ア
ミ
ン
と
い
う
恋

愛
ホ
ル
モ
ン
が
出
て
、
そ
の
結
果
、
女
性
ホ

ル
モ
ン
が
分
泌
さ
れ
る
そ
う
で
す
。
こ
れ

が
「
き
れ
い
」
の
も
と
。
若
く
見
え
る
人
に

は
「
若
い
イ
ケ
メ
ン
が
好
き
」
と
い
う
共
通

点
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
若
い
男
性
タ
レ

ン
ト
な
ど
に
夢
中
な
人
は
恋
愛
状
態
と
同

じ
な
の
で
、
女
性
ホ
ル
モ
ン
の
働
き
に

よ
っ
て
若
く
見
え
る
と
い
う
わ
け
で
す
。 

 

 

忘
れ
ら
れ
な
い
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
思

い
出
が
あ
る
の
は
幸
せ
な
こ
と
で
す

が
、
そ
の
幸
せ
に
い
つ
ま
で

も
執
着
し
て
し
ま
う
の
は
不

幸
な
こ
と
で
す
。
閉
ざ
さ
れ

た
扉
を
見
て
い
る
間
に
、
新

し
い
幸
せ
の
扉
を
何
度
も
見

逃
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。 

 

楽
し
い
こ
と
や
ド
ラ
マ

チ
ッ
ク
な
こ
と
が
起
こ
れ
ば

い
い
と
思
い
な
が
ら
も
一
歩

踏
み
出
す
勇
気
が
な
く
て
、

新
し
い
扉
に
向
き
あ
わ
な
く

て
い
い
理
由
ば
か
り
探
し
て

し
ま
う
人
が
い
ま
す
。
そ
の

習
慣
を
そ
ろ
そ
ろ
変
え
て
み

ま
せ
ん
か
。
あ
な
た
が
背
を
向
け
て
い

る
そ
の
扉
の
向
こ
う
に
は
、
今
ま
で
知

ら
な
か
っ
た
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

今
開
か
れ
て
い
る
扉
に
思
い
切
っ
て

飛
び
込
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
必
要
な
こ

と
は
必
要
な
と
き
に
、
必
要
な
人
に
起

こ
り
ま
す
。 

 

 

幸
せ
の
一
つ
の
扉
が
閉
じ
る
と
、 

 

別
の
扉
が
開
く
。 

 

し
か
し
、
私
た
ち
は
、 

 

閉
ざ
さ
れ
た
扉
を 

 

い
つ
ま
で
も
見
て
い
る
た
め
に
、 

 

せ
っ
か
く
開
か
れ
た
扉
の
方
が 

 

目
に
入
ら
な
い
の
で
す
。 

 

―
―
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー 



 

東
日
本
大
震
災
か
ら
二
年
半
。
あ
れ
ほ

ど
怖
い
思
い
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

す
で
に
「
過
去
の
出
来
事
」
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
人
も
い
る
よ
う
で
す
。
震
災
は
突

然
や
っ
て
来
ま
す
。
防
災
の
心
構
え
と
準

備
は
い
か
が
で
す
か
。
水
や
食
料
な
ど
の

物
資
や
道
具
の
備
え
に
加
え
、
家
庭
に
あ

る
日
用
品
を
上
手
に
使
っ
て
火
を
お
こ
す

方
法
な
ど
を
覚
え
て
お
く
と
心
強
い
で

し
ょ
う
。
今
回
は
身
近
な
日
用
品
を
使
っ

た
サ
バ
イ
バ
ル
術
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

  

災
害
時
に
大
変
な
の
は
「
食
べ
る
、
寝

る
、
排
泄
」
の
３
つ
だ
そ
う
で
す
。
ま
ず
、

「
食
べ
る
」
た
め
に
は
料
理
用
の
火
を
お

こ
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
災
害
時
に

ガ
ス
が
止
ま
り
、
冷
た
い
食
事
が
続
く
こ

と
は
想
像
以
上
に
辛
い
よ
う
で
す
。 

 

一
番
簡
単
に
火
を
お
こ
す
方
法
は
、
４

分
の
１
に
た
た
ん
だ
新
聞
紙
を
棒
状
に
巻

い
て
薪
の
代
わ
り
に
し
た
「
新
聞
紙
の
た

き
火
」
。
あ
る
程
度
の
本
数
を
作
っ
た
ら

キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
―
の
要
領
で
５
段
く

ら
い
の
や
ぐ
ら
を
組
み
ま
す
。
土
台
の
部

分
は
火
が
つ
き
や
す
い
よ
う
に
緩
め
に
巻

く
の
が
コ
ツ
で
す
。
火
が
弱
く
な
っ
た
と

き
の
継
ぎ
足
し
用
も
あ
ら
か
じ
め
用
意
し

て
お
く
と
い
い
で
し
ょ
う
。 

 

フ
タ
を
切
っ
た
３
５
０
CC
の
空
き
缶

な
ど
を
調
理
器
具
の
代
わ
り
に
し
ま
す
。

新
聞
紙
の
た
き
火
の
周
り
三
方
を
ブ
ロ
ッ

ク
な
ど
で
囲
み
、
網
を
の
せ
、
空
き
缶
調
理

器
具
に
米
０
・
５
合
と
水
を
入
れ
、
フ
タ
の

代
わ
り
に
濡
ら
し
た
新
聞
紙
を
か
ぶ
せ
て

網
に
置
く
と
、
約
15
分
で
吹
き
こ
ぼ
れ
が

止
ま
っ
て
ご
飯
が
炊
け
る
よ
う
で
す
。 

 

手
軽
な
わ
り
に
火
力
は
十
分
で
す
。
た

だ
、
新
聞
紙
の
薪
が
風
で
崩
れ
な
い
よ
う

ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 

避
難
所
や
野
外
の
場
合
、「
寝
る
」
環
境

の
確
保
に
は
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
で
作
る
寝

袋
も
ど
き
が
役
立
ち
ま
す
。
体
を
す
っ
ぽ

り
包
め
る
サ
イ
ズ
の
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
を

用
意
し
て
お
き
、
両
端
を
ひ
も
で
縛
っ
て

キ
ャ
ン
デ
ィ
包
み
の
よ
う
な
形
に
す
れ
ば

簡
易
寝
袋
の
完
成
。
こ
の
中
に
入
っ
て
顔

だ
け
出
し
て
寝
ま
す
。 

 

下
（
床
や
地
面
）
が
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
て
い
る

と
背
中
が
痛
い
の
で
、
段
ボ
ー
ル
な
ど
を

敷
い
た
上
に
寝
る
と
い
い
で
し
ょ
う
。

季
節
に
よ
っ
て
は
寒
く
、
蚊
に
も
刺
さ

れ
ま
す
が
、
少
し
の
雨
な
ら
し
の
げ
ま

す
。
何
よ
り
短
時
間
で
準
備
で
き
る
の

で
、
２
日
く
ら
い
の
応
急
手
段
と
し
て

は
有
効
で
し
ょ
う
。 

  
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
中
で
も
上
下
水

道
の
復
旧
に
は
時
間
が
か
か
り
、
「
排

泄
」
の
問
題
が
生
じ
ま
す
。
覚
え
て
お

く
と
便
利
な
の
は
段
ボ
ー
ル
で
作
る

簡
易
ト
イ
レ
。
縦
40
㌢
、
横
30
㌢
、

高
さ
30
～
40
㌢
程
度
の
大
き
さ
の

段
ボ
ー
ル
が
最
適
で
す
。 

 

カ
ッ
タ
ー
で
便
座
部
分
に
長
方
形
の
穴

を
開
け
、
そ
の
穴
に
排
泄
物
用
の
ポ
リ
袋

を
テ
ー
プ
で
取
り
付
け
ま
す
。
三
角
柱
の

柱
を
側
面
に
取
り
付
け
る
と
強
度
が
増
し

て
、
体
重
70
㌔
く
ら
い
ま
で
な
ら
支
え
ら

れ
ま
す
。
フ
タ
を
作
れ
ば
ニ
オ
イ
も
あ
る

程
度
抑
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
ト
イ
レ
ッ

ト
ペ
ー
パ
ー
の
代
わ
り
と
し
て
は
、
し
わ

く
ち
ゃ
に
な
る
ま
で
手
で
も
ん
だ
新
聞
紙

が
役
立
ち
ま
す
。 

 

自
分
の
身
は
自
分
で
守
る
。
子
ど
も
た

ち
に
も
授
け
て
お
き
た
い
知
恵
で
す
ね
。 

 

 

 



【１】「ご自愛ください」は女性が使う表現？ 

【２】「ご自愛ください」は目上の人に使ってはいけない？ 

【３】正式には「お体ご自愛ください」？ 

 
お
中
元
や
お
歳
暮
は
、
お
世
話

に
な
っ
て
い
る
方
々
へ
の
感
謝

の
気
持
ち
を
表
す
た
め
に
贈
る

も
の
で
す
。
誰
に
贈
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
決
ま
り
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
相
手
と
の
関
係
が

変
わ
ら
な
い
限
り
一
度
贈
り
始

め
た
ら
毎
年
贈
る
の
が
基
本

ル
ー
ル
で
、
一
般
的
な
礼
儀
で
も

あ
り
ま
す
。
な
ん
と
な
く
義
理
で

贈
っ
た
も
の
の
、
翌
年
は
や
め
て

し
ま
う
と
い
う
の
は
か
え
っ
て

失
礼
に
当
た
り
ま
す
。 

 

毎
年
と
な
れ
ば
価
格
は
無
理

の
な
い
範
囲
で
、
真
心
が
こ
も
っ

た
も
の
を
贈
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
最
初
だ
け
奮
発
し
て
翌
年
か

ら
ラ
ン
ク
を
下
げ
る
よ
う
な
贈

り
方
は
避
け
た
い
も
の
で
す
。
ま

た
、
カ
タ
ロ
グ
ギ
フ
ト
は
便
利
で

合
理
的
で
す
が
真
心
の
点
で
は

ど
う
で
し
ょ
う
。 

 

お
中
元
や
お
歳
暮

の
時
期
を
利
用
し
て
一
度
だ
け

お
礼
を
し
た
い
場
合
も
あ
り
ま

す
。
そ
の
と
き
は
の
し
紙
を
「
御

礼
」
な
ど
と
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
と

一
緒
に
贈
る
と
良
さ
そ
う
で
す
。 

 

ち
な
み
に
、
お
中
元
の
表
書
き

は
贈
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て

変
わ
り
ま
す
。
７
月
15
日
頃
ま

で
な
ら
「
御
中
元
」
、
８
月
初
旬
の

立
秋
ま
で
な
ら
「
暑
中
御
伺
（
お

う
か
が
い
）
」、
そ
れ
以
降
は
「
残

暑
御
伺
」
と
し
て
贈
り
ま
す
。
関

西
は
８
月
15
日
ま
で
は
「
御
中

元
」
、
そ
れ
以
降
は
「
残
暑
御
伺
」

に
な
り
ま
す
。 

  

 「ご自愛ください」とは「ご自身のお体を大切

にしてください」という意味です。一般的に手紙

やメールの末尾で、相手の健康を気遣う結びの言

葉として書かれます。 

【１】× 女性的な言い回しに感じるかもしれま

せんが男女の区別なく使えます。 

【２】× 「お体を大切にしてください」という

意味なので上から目線の表現ではありません。む

しろ目上の人を気遣うときに使う部類の丁寧語

です。「ご自愛くださいませ」のほうがより丁寧で

好ましいでしょう。 

【３】× 「自愛」とは自分の健康状態に気をつ

けることです。「お体ご自愛ください」は「頭痛が

痛い」や「馬から落馬する」と同じ二重表現です。 

 なお、「季節柄ご自愛ください」「寒く（暑く）

なりますからご自愛ください」など、「ご自愛くだ

さい」の前に時候を表す言葉を入れるのが一般的

な使い方です。 


