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６
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５
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４
点×
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１
１

８
の
字
ダ
ン
ス

２
ａ

イ

ｂ

ウ

ｃ

エ

３

Ａ

方

向

Ｂ

質

（
完
答
）

４

Ａ

エ

Ｂ

ウ

Ｃ

ア

Ｄ

イ

（
完
答
）

ほ

か

の

ハ

チ

に

同

調

し

て

訪

れ

た

候

補

地

だ

と

し

て

（
同
意
可
）

５

も

、

そ

れ

に

対

す

る

評

価

は

自

分

の

目

だ

け

を

信

じ

て

行

う

６

さ
ん
に
ん
よ
れ
ば
も
ん
じ
ゅ
の
ち
え

７

自

分

の

も

っ

て

い

る

情

報

そ
れ
ほ
ど
優
れ
て
い
な
い
巣
を
、
い
い
巣
だ
と
い
う
周
り
の
す
す
め
を
信
じ
て
優
れ
て
い
る
と

８

（
同
意
可
）

思
い
こ
み
、
み
ん
な
が
そ
う
思
い
こ
ん
だ
結
果
、
質
の
悪
い
巣
を
選
択
し
て
し
ま
う
こ
と
。

２
１

第
二
段
落

両

親

と

私

、

第
三
段
落

チ

リ

ン

チ

リ

（
完
答
）

２

ヘ

出

て

し

ま

っ

た

。

３

笑

顔

４

店
番
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

（
同
意
可
）

お

母

さ

ん

に

そ

っ

け

な

く

し

て

し

ま

っ

た

た

め

、

何

５

（
同
意
可
）

だ

か

気

ま

ず

い

か

ら

。

６

も

う

春

な

ん

か

こ

な

い

（
同
意
可
）

７

仲
直
り
の
き
っ
か
け
と
し
て
お
母
さ
ん
と
ふ
た
り
で
食
べ
て
も
ら
お
う
と
思
っ
た
か
ら
。

（
同
意
可
）

８

第
一
志
望
校
か
ら
の
合
格
通
知
。

（
同
意
可
）

３
１

①

念

②

負

う

③

根
幹

④

往
来

⑤

眼
前

⑥

悲
願

⑦

民
宿

⑧

鏡
台

⑨

職
責

⑩

帯
同

⑪

し
じ
ょ
う

⑫

お
か
ん

２

①

夢

②

○

③

体

④

長

⑤

○

⑥

青
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１

「
ミ
ツ
バ
チ
の
場
合
で
は
」
「
投
票
や
意
見
表
明
」
と
し
て
ど
の
よ
う
な
「
身
体
姿
勢
や
運
動
の
パ
タ
ー
ン
、
発
声
の
仕
方
」
を
す
る
か
、
と
い
う
問

い
で
あ
る
。(

ａ

)

の
十
～
十
一
行
後
に
「
８
の
字
ダ
ン
ス
は
人
間
で
の
投
票
や
意
見
表
明
に
相
当
す
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

２

(

ａ

)
の
前
に
は
「
ヒ
ト
と
ミ
ツ
バ
チ
が
似
通
っ
て
い
る
」
と
あ
り
、
後
に
は
「
ミ
ツ
バ
チ
と
ヒ
ト
と
で
決
定
的
な
違
い
を
生
み
出
す
可
能
性
が
あ

る
」
と
あ
る
の
で
、(

ａ

)

に
は
逆
接
の
は
た
ら
き
を
持
つ
「
し
か
し
」
が
入
る
。(

ｂ

)

の
前
に
は
「
『
合
意
』
を
生
み
出
す
」
と
あ
り
、
後
に

は
「
合
意
」
を
生
み
出
し
た
後
の
こ
と
が
書
か
れ
て
あ
る
の
で
、(

ｂ

)

に
は
「
そ
し
て
」
が
入
る
。(

ｃ

)

の
前
の
「
評
価
が
完
全
に
独
立
に
行

わ
れ
る
」
と
後
の
「
評
価
は
自
分
の
目
だ
け
を
信
じ
て
行
う
」
が
同
意
な
の
で
、
（

ｃ

）
に
は
「
つ
ま
り
」
が
入
る
。

３

ミ
ツ
バ
チ
が
「
８
の
字
ダ
ン
ス
」
で
ほ
か
の
ハ
チ
た
ち
に
候
補
地
に
つ
い
て
具
体
的
に
何
を
伝
達
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

線
②
の
直

後
の
一
文
に
「
巣
の
候
補
地
の
方
向
を
ほ
か
の
ハ
チ
た
ち
に
伝
え
る
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
次
の
一
文
に
「
し
か
し
、
重
要
な
の
は
方
向
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
よ
り
後
に
も
う
一
つ
が
あ
る
と
わ
か
る
。

４

ア
～
エ
の
う
ち
、
ア
・
イ
・
ウ
が
ミ
ツ
バ
チ
に
つ
い
て
、
エ
の
み
が
人
間
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ウ
の
冒
頭
が
「
し
か
し
」
と
な
っ
て
い
る
こ

ぼ
う
と
う

と
か
ら
、
エ
→
ウ
の
流
れ
は
つ
か
め
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
ど
ち
ら
も
「
候
補
地
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ア
も
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

エ
→
ウ
→
ア
の
順
に
な
り
、
最
後
に
イ
と
な
る
。

５

線
③
の
直
後
の
一
文
や
問
い
の
◎
の
文
か
ら
、「
集
合
知
」
の
お
か
げ
だ
と
わ
か
る
。（
６
ー
２
）
の
二
行
目
の
「
次
の
よ
う
な
行
動
の
仕
組
み
が
、

集
合
知
を
生
み
出
す

～
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
後
を
ま
と
め
た
ら
い
い
と
わ
か
る
。
直
後
に
「
ま
ず

～
『
同
調
』
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」
と

あ
り
、
そ
の
二
行
後
に
「
し
か
し
、
集
合
知
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
同
時
に
も
う
一
つ
の
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は

～
『
評
価
』

は
、

～
『
完
全
に
独
立
に
行
わ
れ
る
』」
と
あ
る
の
で
、
「
同
調
」
と
「
評
価
の
独
立
性
」
の
二
点
に
つ
い
て
う
ま
く
ま
と
め
た
い
。

６

④

の
直
後
の
「
個
体
の
レ
ベ
ル
で
は

～
集
合
現
象
」
が
こ
の
こ
と
わ
ざ
の
意
味
で
あ
る
。「
ひ
ら
が
な
」
指
定
で
あ
る
こ
と
に
気
を
つ
け
よ
う
。

７

線
⑤
を
含
む
一
文
が
「
た
と
え
ば

～
」
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
よ
り
後
の
人
間
社
会
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
部
分
か
ら
探
す
。

「
一
時
的
な
流
行
」
と
い
う
こ
と
は
、
一
時
は
は
や
る
も
の
の
そ
の
後
は
廃
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
「
優
れ
て
い
る
と
か

す
た

美
味
し
い
と
い
う
評
判
に
つ
ら
れ
て

～
」
の
段
落
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
評
判
に
つ
ら
れ
る
」
の
は
、
周
り
の
意
見
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。

８

「
情
報
カ
ス
ケ
ー
ド
」
と
は
、

線
⑥
を
含
む
段
落
の
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
「
自
分
の
も
っ
て
い
る
情
報
よ
り
も
、
ほ
か
の
人
の
行
動
を
情
報
源
と

し
て
優
先
し
て
、
そ
れ
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
全
体
に
広
が
っ
て
い
く
連
鎖
現
象
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
ミ
ツ
バ
チ
の
巣
探
し
の
場
合
に
置
き
か
え
て
説
明
す
る
必

要
が
あ
る
。

２

１

あ
い
だ
に
回
想
シ
ー
ン
が
挟
ま
っ
て
い
る
パ
タ
ー
ン
の
文
章
で
あ
る
。
今
日
の
朝
の
で
き
ご
と
→
引
っ
越
し
て
き
て
間
も
な
い
頃
→
予
備
校
か
ら
の
帰

り
道
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。

２

線
①
の
直
前
に
「
つ
い
さ
っ
き
、
玄
関
先
ま
で
見
送
っ
て
く
れ
た
」
と
あ
る
の
で
、
お
母
さ
ん
の
見
送
り
が
終
わ
る
と
こ
ろ
を
探
す
。（
６
ー
３
）

の
十
三
行
目
の
由
芽
の
発
言
は
お
母
さ
ん
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
次
の
行
で
「
通
り
へ
出
て
し
ま
っ
た
」
と
あ
る
の
で
、
こ
こ
ま
で
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

３

一
つ
め
の

②

の
直
後
の
「
を
絶
や
さ
ず
に

～
お
母
さ
ん
」
か
ら
、
お
母
さ
ん
は
い
つ
も
由
芽
の
こ
と
を
想
っ
て
く
れ
て
い
る
存
在
だ
と
わ
か
る
。

お
も

そ
ん
ざ
い

お
母
さ
ん
は
由
芽
に
対
し
て
い
つ
も
ど
の
よ
う
に
接
し
て
く
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
二
つ
め
の

②

を
含
む
「
泣
い
て
い
き

～
せ
や
け
ど
、

②

で
帰
ら
ん
と
あ
か
ん
よ
」
と
い
う
陽
皆
さ
ん
の
発
言
か
ら
、

②

に
は
「
泣
く
」
の
反
対
の
意
味
に
あ
た
る
語
句
が
入
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
考
え

ら
れ
る
。

４

「
看
板
」
と
は
、
開
店
時
に
店
の
前
に
か
か
げ
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
の
ま
ま
答
え
て
し
ま
う
と
文
脈
に
合
わ
な
い
。

線
③
の
直
前
の
「
三
人
揃

っ
て
」
や
直
後
の
「
そ
れ
は
も
う
に
ぎ
や
か
で
楽
し
く
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
「
看
板
娘
と
し
て
働
い
て
い
る
」
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

５

「
ま
っ
す
ぐ
家
に
帰
る
気
が
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
家
で
嫌
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

線
④
の
二
行
前
に
「
出
か
け
る
と
き
に
、

い
や

つ
い
、
お
母
さ
ん
に
そ
っ
け
な
く
し
て
し
ま
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
理
由
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。
「
お
母
さ
ん
に
そ
っ
け
な
く
し
て
し
ま

っ
た
」
と
「
家
に
帰
る
気
が
し
な
い
」
の
あ
い
だ
に
「
気
ま
ず
い
」
「
顔
を
合
わ
せ
づ
ら
い
」
な
ど
も
入
れ
よ
う
。

６

「
春
」
と
い
う
指
定
語
句
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
「
『
春
は
、
く
る
よ
』
っ
て
、
お
母
さ
ん
が
言
う
て
く
れ
た
の
に

～
『

⑤

』
っ
て
気
分
に

な
っ
て
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、「
春
は
こ
な
い
」
と
い
う
内
容
に
な
る
と
わ
か
る
だ
ろ
う
。

７

「
な
ぜ
ケ
ー
キ
を
作
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
か
」
で
は
な
く
「
な
ぜ
ケ
ー
キ
を
ふ
た
つ
作
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
か
」
と
聞
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
よ
う
。

線
④
の
八
行
後
で
「
お
茶
し
て
い
か
へ
ん
？

ご
ち
そ
う
す
る
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
陽
皆
さ
ん
は
こ
の
時
は
由
芽
を
励
ま
す
た
め
に

こ
の
場
所
で
食
べ
よ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
由
芽
が
お
母
さ
ん
に
そ
っ
け
な
く
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
知
り
、
パ
テ
ィ
シ

エ
に
頼
ん
で
桜
の
花
び
ら
を
載
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、（
６
ー
５
）
の
四
～
七
行
目
で
「
こ
れ
、
ふ
た
つ
…
…
持
っ
て
帰
る
？
」「
お
母
さ
ん
と
、

食
べ
る
？
」
と
由
芽
に
す
す
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
母
さ
ん
と
一
緒
に
食
べ
て
ほ
し
い
、
そ
し
て
お
母
さ
ん
と
話
を
す
る
き
っ
か
け
に
し
て
ほ
し
い
と

い
っ
し
ょ

思
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

８

文
章
全
体
か
ら
、
「
春
」
が
「
大
学
に
合
格
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
わ
か
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
由
芽
は
第
二
志
望
の
大
学
か
ら

は
合
格
通
知
を
受
け
た
も
の
の
「
も
う
一
年
、
が
ん
ば
っ
て
み
た
い
」
と
言
っ
て
浪
人
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
分
の
第
一
志
望
に
合
格
す
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
る
と
わ
か
る
。

３

１

①
は
「
今
」
の
部
分
を
「
令
」
と
書
か
な
い
よ
う
に
、
⑥
は
「
悲
」
を
「
非
」
と
書
か
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
よ
う
。
②
は
「
追
」
と
書
い
て
し
ま
っ

て
は
お
か
し
な
こ
と
に
な
る
。
例
文
か
ら

状

況

を
正
確
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
ほ
し
い
。
③
の
「
幹
」
や
⑨
の
「
責
」
は
同
音
異
義
の
漢
字
が
非
常
に
多
い

じ
ょ
う
き
ょ
う

い

ぎ

の
で
、
き
ち
ん
と
書
き
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
き
た
い
。

２

ど
れ
も
誤
り
や
す
い
漢
字
の
も
の
で
あ
る
。
「
誤
っ
て
い
れ
ば
正
し
く
書
き
直
し
た
漢
字
一
字
を
答
え
な
さ
い
」
と
い
う
指
示
を
読
み
落
と
さ
な
い
よ

う
に
気
を
つ
け
よ
う
。

以

上


