
 

生
ま
れ
て
３
年 

 

「
ゴ
ー
ル
ド
積
立
く
ん
Ⓡ

」
が
誕
生
し
て
３
年
に
な
り
ま

す
。 
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０
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４
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１
０
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創
業
当
時
ご
契
約
さ
れ
た
「
ゴ
ー
ル
ド
積
立
く
ん
Ⓡ

」
は

着
実
に
育
って
お
り
ま
す
。
ご
希
望
に
よ
り
早
受
け
渡
し

さ
れ
ま
し
た
お
客
様
や
途
中
や
む
を
え
ず
解
約
さ
れ
た

お
客
様
か
ら
と
て
も
良
い
時
期
に
最
適
な
方
法
で
金

（
ゴ
ー
ル
ド
）
や
現
金
を
手
に
入
れ
る
事
が
出
来
た
と
お

喜
び
・お
褒
め
の
お
言
葉
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。 

 

今
後
と
も
、
お
客
様
と
共
に
歩
み
信
頼
さ
れ
る
会
社
を

目
指
し
て
社
員
一
同
創
業
の
精
神
に
立
ち
返
り
尚
い
っ

そ
う
精
進
い
た
す
所
存
で
す
。
何

卒
、
今
後
と
も
倍
旧
の
ご
愛
顧
を

賜
り
ま
す
よ
う
心
よ
り
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 

 

ご
存
知 

 
 

で
す
か
？ 

 
ニ
コ
ラ
イ
堂 

  

Ｊ
Ｒ
御
茶
ノ
水
駅
の
南
、
千
代
田
区
神
田
駿
河

台
に
あ
る
正
教
会
の
大
聖
堂
が
「
ニ
コ
ラ
イ
堂
」

で
す
。
こ
の
名
称
は
、
日
本
に
正
教
会
の
教
え
を

も
た
ら
し
た
ロ
シ
ア
人
修
道
司
祭
ニ
コ
ラ
イ
・
カ

サ
ー
ト
キ
ン(

聖
ニ
コ
ラ
イ)

に
由
来
す
る
通
称
で
、

正
式
名
称
は
「
東
京
復
活
大
聖
堂
」
。
イ
イ
ス

ス
・
ハ
リ
ス
ト
ス(

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
ギ
リ
シ

ア
語
読
み)

の
復
活
を
記
憶
す
る
大
聖
堂
で
す
。 

 

明
治
二
四(

一
八
九
一)

年
に
竣
工
し
、
そ
の
施
工

を
担
当
し
た
の
は
清
水
組(

現
在
の
清
水
建
設)

で
し

た
。
建
築
面
積
は
約
八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
、
緑

青
を
纏
っ
た
高
さ
三
十
五
メ
ー
ト
ル
の
ド
ー
ム
屋

根
が
特
徴
で
、
日
本
で
初
め
て
に
し
て
最
大
級
の

本
格
的
な
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
様
式
の
教
会
建
築
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
当
時
は
近
隣
が
開
け
て

い
た
た
め
遠
方
か
ら
も
ド
ー
ム
を
臨
む
事
が
出
来

た
と
い
わ
れ
ま
す
。
夏
目
漱
石
の
『
そ
れ
か
ら
』

の
一
節
に
も
登
場
し
て
い
ま
す
。 

 

ち
な
み
に
第
二
次
大
戦
中
に
リ
ト
ア
ニ
ア
領
事

館
領
事
代
理
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
に
「
命
の
ビ
ザ
」

を
発
行
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
杉
原
千
畝
は
正
教

徒
で
、
ニ
コ
ラ
イ
堂
敷
地
内
に
あ
っ
た
ニ
コ
ラ
イ

学
院
で
教
鞭
を
と
っ
た
事
も
あ
り
ま
す
。 

 

皆
様
も
訪
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

大

手

地

金

商 

ゴ
ー

ル
ド

積

立

く

ん 

販

売

価

格 



 

結
婚
し
て
、
一
緒
に
暮
ら
し

て
初
め
て
わ
か
る
こ
と
。
こ
ん

な
は
ず
じ
ゃ
な
か
っ
た
と
い
う

の
は
お
互
い
様
で
し
ょ
う
。
け

れ
ど
世
の
夫
は
妻
に
「
こ
れ
だ

け
は
や
っ
て
ほ
し
い
」
と
望
ん

で
い
る
よ
う
で
す
。 

■
妻
に
最
低
限
こ
れ
だ
け
は

や
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
こ
と 

 

（
参
考
ｇ
ｏ
ｏ
ラ
ン
キ
ン
グ
） 

【
１
位
】
体
型
維
持  

【
２
位
】
料
理
の
腕
前
を
磨
く  

【
３
位
】
自
分
の
部
屋
の
片
付
け
・
掃
除  

【
４
位
】
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る  

【
５
位
】
体
調
管
理  

 

以
下
、「
家
計
管
理
」「
朝
自
分
で
起
き
る
」

「
使
っ
た
も
の
を
し
ま
う
」
「
脱
い
だ
も
の

を
そ
の
ま
ま
に
し
な
い
」
「
会
話
の
時
間
を

作
る
」
と
続
き
ま
す
。 

 

一
方
、
妻
が
夫
に

望
む
「
最
低
限
」
は
と

い
う
と
、 

【
１
位
】
使
っ
た
も

の
を
し
ま
う 

【
２
位
】
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る  

【
３
位
】
脱
い
だ
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
し
な
い  

【
４
位
】
体
調
管
理  

【
５
位
】
分
担
を
決
め
て
い
る
家
事 

 

以
下
、「
会
話
の
時
間
を
作
る
」「
自
分
の
部

屋
の
片
付
け
・
掃
除
」「
体
型
維
持
」「
遊
び
に

行
く
時
の
連
絡
」「
朝
自
分
で
起
き
る
」。  

 

そ
れ
ぞ
れ
の
要
望
を
比
べ
る
と
、
順
番
こ

そ
違
い
ま
す
が
中
身
は
さ
ほ
ど
変
わ
り
ま

せ
ん
。
つ
ま
り
、
相
手
に
望
ん
で
い
る
こ
と

は
、
実
は
相
手
か
ら
も
望
ま
れ
て
い
る
こ

と
。
だ
か
ら
、「
自
分
だ
っ
て
や
っ
て
な
い
く

せ
に
」
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

相
手
に
文
句
を
言
う
前
に
自
分
を
振
り

返
っ
て
み
る
。
こ
れ
は
人
間
関
係
す
べ
て
に

言
え
る
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

 

 

こ
れ
だ
け
情
報
が
あ
ふ
れ
て
い
る

と
、
い
つ
の
間
に
か
自
分
で
考
え
る
こ

と
を
し
な
く
な
り
ま
す
。「
私
ら
し
く
」

と
思
い
な
が
ら
や
っ
て
い
る
こ
と
を
、

実
は
み
ん
な
が
や
っ
て
い
た
。
そ
ん
な

皮
肉
な
こ
と
が
起
こ
っ
た

り
し
ま
す
。 

 

万
人
に
共
通
す
る
「
キ
レ

イ
」
が
な
い
こ
と
は
誰
で
も

わ
か
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

外
見
の
好
み
は
人
そ
れ
ぞ

れ
。
け
れ
ど
、
誰
が
見
て
も

素
敵
な
人
に
は
共
通
点
が

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た

と
え
ば
目
標
に
向
か
っ
て

頑
張
っ
て
い
る
。
い
つ
で
も

朗
ら
か
で
エ
レ
ガ
ン
ト
。
自

分
の
こ
と
よ
り
人
の
幸
せ

を
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
シ

ミ
や
シ
ワ
が
あ
っ
て
も
質
素
な
服
装
を

し
て
い
て
も
、
素
敵
な
人
は
年
代
問
わ

ず
た
た
ず
ま
い
が
美
し
い
こ
と
も
共
通

し
て
い
ま
す
。 

 

私
は
私
と
い
う
満
足
感
。
自
分
の
や

る
べ
き
こ
と
を
や
っ
て
、
自
分
の
人
生

を
生
き
て
い
る
と
い
う
充
足
感
。
そ
う

や
っ
て
積
み
重
ね
た
自
信
が
人
を
素
敵

に
す
る
の
で
し
ょ
う
。
自
分
を
素
直
に

認
め
ら
れ
た
と
き
、
あ
な
た
は
き
っ
と

キ
レ
イ
で
す
。
そ
し
て
「
あ
な
た
ら
し

い
」
は
ず
で
す
。 

 

キ
レ
イ
に
な
り
た
か
っ
た
ら
、 

己
が
好
き
な
も
の
に
向
か
い
な
さ
い
。 

万
人
に
共
通
す
る
キ
レ
イ
な
ん
て
、
な
い
の
よ
。 

あ
る
の
は
、
あ
な
た
自
身
だ
け
。 ―

―
マ
ツ
コ
・
デ
ラ
ッ
ク
ス 



 

人
間
の
能
力
は
経
験
や
学
習
で
伸
び

る
と
思
い
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
、
能
力
は

生
ま
れ
つ
き
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
変
わ

ら
な
い
と
思
い
ま
す
か
。 

 

「
経
験
や
学
習
で
伸
び
る
」
と
考
え
、

結
果
よ
り
学
ぶ
プ
ロ
セ
ス
を
楽
し
も
う

と
す
る
考
え
方
を
「
し
な
や
か
マ
イ
ン
ド

セ
ッ
ト
」（
グ
ロ
ー
ス
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
）

と
言
い
ま
す
。
一
方
、
「
生
ま
れ
つ
き
決

ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
方
は
「
こ
ち

こ
ち
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
」
（
フ
ィ
ッ
ク
ス

ト
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
）
と
言
い
ま
す
。 

 

「
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
」
と
は
心
構
え
の

持
ち
方
の
こ
と
。
心
構
え
が
「
し
な
や
か
」

な
人
は
、「
や
れ
ば
で
き
る
」「
や

れ
ば
伸
び
る
」
と
思
っ
て
い
る
の

で
努
力
を
惜
し
み
ま
せ
ん
。
失
敗

も
経
験
と
し
て
と
ら
え
、
間
違
い

か
ら
目
を
そ
ら
さ
ず
、
次
の
ス

テ
ッ
プ
に
い
か
そ
う
と
し
ま
す
。 

 

片
や
「
こ
ち
こ
ち
」
タ
イ
プ
の

人
は
、
「
能
力
は
変
わ
ら
な
い
」

「
生
ま
れ
つ
き
だ
か
ら
仕
方
な
い
」
と

思
っ
て
い
る
の
で
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
な
い

で
守
り
に
入
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
あ
な

た
は
頭
が
い
い
で
す
ね
」
と
ほ
め
ら
れ
る

と
自
分
の
賢
さ
に
こ
だ
わ
り
、
自
分
よ
り

能
力
が
劣
っ
て
い
る
人
と
自
分
を
比
べ

て
賢
さ
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
り
、
「
自

分
は
賢
い
」
と
い
う
自
尊
心
を
守
る
た
め

に
、
失
敗
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
避
け

た
り
す
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

生
き
方
上
手
な
の
は
も
ち
ろ
ん
「
し
な

や
か
」
で
す
が
、
誰
で
も
「
し
な
や
か
」

と
「
こ
ち
こ
ち
」
の
両
方
を
持
っ
て
い
ま

す
。
理
想
は
「
し
な
や
か
」
で
も
、
自
分

の
「
こ
ち
こ
ち
」
を
見
な
か
っ
た
こ
と
に

し
て
「
し
な
や
か
」
を
目
指
せ
ば
、「
こ
ち

こ
ち
」
部
分
が
「
ご
ち
ご
ち
」
に
な
っ
て

し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 
 

 

自
分
を
変
え
た
い
、
変
わ
り
た
い
と

思
っ
て
も
、
一
気
に
変
化
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。「
こ
ち
こ
ち
」
か
ら
「
し
な

や
か
」
へ
の
ゆ
る
や
か
な
変
化
。
そ
の
橋

渡
し
を
し
て
く
れ
る
の
が
「
ウ
ィ
ッ

シ
ュ
リ
ス
ト
（W

is
h

lis
t

）」
で
す
。 

 

「W
is

h

」
と
は
「
だ
っ
た
ら
い
い
な
」

と
い
う
願
望
を
表
す
英
単
語
。
通
販
サ

イ
ト
の
ア
マ
ゾ
ン
に
、
今
す
ぐ
買
わ
な

い
け
れ
ど
気
に
な
る
も
の
と
い
う

「W
is

h
lis

t

」
サ
ー
ビ
ス
が
登
場
し
て

話
題
に
な
り
、
今
で
は
「
い
つ
か
や
っ

て
み
た
い
こ
と
の
リ
ス
ト
」
と
し
て
も

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

「
こ
う
な
り
た
い
」
こ
と
が
あ
る
人

は
ウ
ィ
ッ
シ
ュ
リ
ス
ト
を
作
っ
て
み

ま
し
ょ
う
。
コ
ツ
は
、「
具
体
的
な
行
動

を
自
己
評
価
で
き
る
形
」
で
表
現
す
る
こ

と
で
す
。
自
信
が
足
り
な
い
と
思
う
な
ら

「
毎
日
ひ
と
つ
自
分
を
ほ
め
る
」
。
頑
固

さ
が
行
き
す
ぎ
て
い
る
と
感
じ
る
な
ら

「《
だ
っ
て
》
や
《
で
も
》
を
使
わ
な
い
」。

人
間
関
係
を
ス
ム
ー
ズ
に
し
た
い
な
ら

「
自
分
か
ら
あ
い
さ
つ
を
す
る
」
。
ど
ん

な
自
分
に
な
っ
て
い
き
た
い
か
を
具
体

的
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
ウ
ィ
ッ
シ
ュ
リ
ス

ト
を
作
り
、
ひ
と
つ
ず
つ
実
践
し
て
、
そ

れ
を
自
分
で
評
価
し
て
い
く
。
こ
の
繰
り

返
し
が
「
し
な
や
か
」
な
自
分
を
作
っ
て

い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

 

 



 

 「満天の星空」という表現はよく見聞きします

が、「満天」とは空いっぱいになること、または

空一面という意味です。「星空」とは晴れて星が

きらめいている空のこと。つまり「満天の星空」

は、「頭痛が痛い」や「馬から落馬する」のよう

に同じ意味の言葉を重ねた「重言」です。正しく

は「満天の星」です。 

 また、「固唾をのむ」とは、事の成り行きを心

配して息をこらすという意味。案じて心配した

り緊張したりする場面で使う慣用句なので、今

回のような場面には不適切です。正しくは「息を

のむ」。満天の星の美しさに驚いて、思わず息を

とめたということですね。 

 というわけで正解は「④」です。 

 ちなみに、「固唾をのむ」の「のむ」には「呑

む」という漢字が当てられます。「要求を呑む」

「相手を呑んでかかる」などの比喩（ひゆ）的な

言い方のときに使われる漢字ですが、常用漢字

ではないので一般的にはひらがなで「のむ」とす

ることが多いようです。 

「美しい満天の星空を見上げて固唾（かたず）をのんだ。」 
 

① 誤りは含まれていない。  ② 「満天の星空」が誤り。 

③ 「固唾をのんだ」が誤り。  ④ 「満天の星空」と「固唾をのんだ」が誤り。 

 

仏
様
の
「
経
」
を
一
字
一
字
「
写
」

し
て
そ
の
教
え
を
受
け
取
り
、
こ

こ
ろ
を
整
え
る
。
写
経
と
は
自
分

と
向
き
合
う
こ
と
だ
と
言
わ
れ
ま

す
。
難
し
い
こ
と
は
と
も
か
く
、
無

心
で
書
い
て
い
る
と
雑
念
が
消
え

る
の
は
確
か
な
こ
と
。
人
に
見
せ

る
た
め
で
は
な
く
自
分
と
向
き
合

う
た
め
に
書
い
た
も
の
に
は
、
上

手
い
・
下
手
の
区
別
な
く
自
分
が

宿
り
ま
す
。
だ
か
ら
名
僧
の
書
は

見
る
者
の
こ
こ
ろ
に
迫
る
の
で

し
ょ
う
。 

 

自
分
と
向
き
合
う
方
法
は
色
々

あ
り
ま
す
が
、
書
く
こ
と
は
手
軽

な
方
法
の
ひ
と
つ
で
す
。
ブ
ロ
グ

や
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
も
「
書
く
こ

と
」
で
す
が
、
そ
れ
ら
は
他
人
に
見

せ
る
た
め
の
も
の
。
他
人
を
意
識

し
て
書
け
ば
、
そ
の
分
、
自
分
が
薄

ま
り
ま
す
。
書
く
こ
と
で
自
分
と

本
気
で
向
き
合
う

に
は
、
人
に
見
せ
る
こ
と
を
意
識

し
な
い
で
丁
寧
に
手
書
き
し
て
み

る
こ
と
で
す
。 

 

大
事
な
の
は
書
く
内
容
で
は
な

く
丁
寧
に
字
を
書
く
こ
と
。
た
と

え
ば
自
分
に
手
紙
を
書
い
て
み
る

の
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
写
経
は
「
一

字
一
仏
」
で
す
が
、
こ
れ
は
「
一
字

一
私
」
。
丁
寧
に
こ
こ
ろ
を
込
め
て

書
い
た
字
の
一
つ
ひ
と
つ
の
形
に

「
今
の
自
分
」
が
表
れ
ま
す
。 

  




