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○
縦
画
に
変
化
す
る

「
用
・
角
・
赤
」
の
よ
う
に
、
縦
画
と
対
応
関
係
に
あ
る
左
払
い

は
縦
画
に
変
化
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
少
し
で
も
近
道
を
通
ろ

う
と
す
る
工
夫
が
こ
こ
で
も
見
ら
れ
ま
す
。

狭
い
空
間
に
書
か
れ
る
曲
が
り
は
点
に
変
化
し
ま
す
。
代
表

的
な
文
字
は「
空
」で
す
。
ま
た
、「
改
・
望
」な
ど
の
曲
が
り
は
折

れ
の「
レ
」形
に
変
化
し
ま
す
。
な
お
、「
元
・
光
」な
ど
に
見
ら
れ

る
大
き
な
曲
が
り
は
、「
ん
」形
に
変
化
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

点
画
の
変
化
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
許
容
の
書
き

方
と
の
関
連
や
、
点
画
が
変
化
す
る
こ
と
で
速
く
書
け
る
こ
と
を

理
解
さ
せ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
毛
筆
で
変
化
形
を
確
認

し
た
後
、
硬
筆
で
熟
語
や
短
文
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
習
熟
さ
せ

る
と
効
果
的
で
す
。

的
に
「
長
点
」
と
名
付
け
ま
す
）
に
変
わ
り
ま
す
。「
公
・
会
・

木
・
人
・
大
・
友
・
衣
」
の
よ
う
に
、
左
右
の
払
い
が
文
字
の
主

要
部
を
占
め
て
い
る
場
合
の
右
払
い
は
、
長
点
に
変
化
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

「
走
・
足
」
も
左
右
の
払
い
が
文
字
の
主
要
部
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
右
払
い
が
長
い
た
め
に
長
点
に
は
な
り
に
く
い
よ
う
で
す
。

た
だ
し
、
点
画
を
省
略
す
る
形
を
用
い
る
場
合
は
、
次
の
よ
う
に

長
点
に
変
化
し
ま
す
。

ま
た
、「
道
・
遠
・
導
」
な
ど
の
「
し
ん
に
ょ
う
」
や
「
延
・

建
・
健
」
な
ど
の
「
え
ん
に
ょ
う
」
の
よ
う
に
、
右
払
い
が
単
独

前
号
に
続
い
て
、「
楷
書
と
比
べ
て
行
書
は
ど
こ
が
ど
う
違
う

の
か
。
ま
た
、
行
書
の
書
き
方
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
。」の

問
い
に
お
答
え
し
ま
す
。

行
書
で
は
、
速
く
書
く
た
め
の
工
夫
と
し
て
、
点
画
の
形
を
変

え
て
書
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
号
で
は
、
こ
の
「
点
画
の
変
化
」

に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

④
点
画
の
変
化

点
画
が
変
化
す
る
例
と
し
て
は
、
前
号
で
、「
点
画
の
連
続
に
お

け
る
終
筆
の
変
化
」
で
も
紹
介
し
ま
し
た
。
今
号
で
の
変
化
と
は
、

終
筆
の
変
化
で
は
な
く
、
形
そ
の
も
の
が
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
し

ま
う
も
の
を
指
し
て
い
ま
す
。
横
画
・
縦
画
・
反
り
・
折
れ
に
は
、

丸
み
や
終
筆
の
変
化
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
形
が
別
の

形
に
変
わ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
左
右
の

払
い
や
曲
が
り
は
、
ま
っ
た
く
別
の
形
に
変
化
す
る
も
の
が
あ
り

ま
す
。
例
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

右
払
い
は
、
斜
め
点
の
送
筆
部
を
長
く
し
た
よ
う
な
形
（
便
宜

に
長
く
書
か
れ
る
場
合
は
終
筆
の
変
化
の
み
で
、
形
そ
の
も
の
が

長
点
に
変
化
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

左
払
い
は
種
類
が
多
い
だ
け
に
、
右
払
い
に
比
べ
て
そ
の
変
化

も
多
様
で
す
。

○
横
画
に
変
化
す
る

「
風
・
北
・
仰
」
の
よ
う
に
、
左
払
い
が
短
い
場
合
に
は
横
画
に

変
化
し
ま
す
。
こ
こ
で
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ

れ
ら
は
、
楷
書
の
い
わ
ゆ
る
許
容
の
書
き
方
に
即
し
た
変
化
で
あ

り
、「
千
・
秋
」
の
一
画
目
の
よ
う
に
横
画
で
書
く
こ
と
が
許
容
さ

れ
な
い
場
合
は
、
行
書
で
も
横
画
に
は
変
化
し
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
見
方
を
変
え
る
と
、
楷
書
の
い
わ
ゆ
る
許
容
の
書
き
方
は
、

行
書
の
書
き
方
に
影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
。

○
点
に
変
化
す
る
　

「
保
・
集
・
業
」
な
ど
の
「
木
」
の
部
分
は
、
狭
い
ス
ペ
ー
ス
に

書
か
れ
る
の
で
、
左
払
い
は
点
に
変
化
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
右

払
い
も
ま
た
点
に
変
化
し
ま
す
。
同
様
に
、「
新
・
親
」
の
場
合
も

点
に
変
化
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
変
形
は
楷
書
の
許
容
の
書
き
方
で

も
あ
り
ま
す
。
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