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宗
達

　
宗
達
の
絵
の
趣
な
ど
は
、
知
っ
て
い
る
人
に
は
知
ら
れ
す
ぎ
て
い
る
こ
と

だ
ろ
う
が
、
私
は
つ
い
先
頃
源
氏
物
語
図
屏
風
と
い
う
も
の
の
絵
は
が
き
に

縮
写
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
美
し
さ
に
深
い
よ
ろ
こ
び
を
感
じ
た
。

　
宗
達
は
能
登
の
人
、
こ
ま
か
い
伝
記
は
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
が
寛
永
年
間

に
加
賀
侯
に
仕
え
、
光
琳
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
装
飾
的
な
画
風
を
創
め
た

画
家
で
あ
る
。
と
辞
典
に
短
か
く
書
か
れ
て
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
小
さ
い
絵
は
が
き
に
見
る
こ
の
源
氏
物
語
図
屏
風
に
し
ろ
、

魅
力
を
も
っ
て
先
ず
私
た
ち
を
と
ら
え
る
の
は
、
大
胆
な
裡
に
い
か
に
も
ふ
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っ
く
り
優
し
さ
の
こ
も
っ
た
動
き
で
展
開
さ
れ
て
い
る
独
特
な
構
図
の
諧
調

で
あ
る
。

　
後
年
光
琳
の
流
れ
の
な
か
で
定
式
の
よ
う
に
な
っ
た
松
の
翠
の
笠
の
よ
う

な
形
に
重
ね
ら
れ
る
手
法
、
画
面
の
中
央
を
悠
々
と
う
ね
り
流
れ
て
い
る
厚

い
白
い
水
の
曲
折
、
鮮
や
か
な
緑
青
で
、
全
く
様
式
化
さ
れ
な
が
ら
ど
っ
し

り
と
、
と
ど
こ
お
る
も
の
の
な
い
量
感
で
据
え
ら
れ
た
山
の
姿
、
そ
れ
ら
は
、

宗
達
の
絵
の
世
界
に
あ
ら
わ
れ
て
、
ま
だ
ち
っ
と
も
使
い
古
さ
れ
て
い
な
い

珍
ら
し
さ
、
瑞
々
し
さ
で
活
き
て
い
る
。

　
大
変
親
愛
な
の
は
、
宗
達
が
そ
の
よ
う
に
背
景
を
な
す
自
然
を
様
式
化
し

て
扱
い
な
が
ら
、
そ
の
前
に
集
散
し
行
動
し
て
い
る
人
々
の
群
や
牛
な
ど
を
、

い
か
に
も
生
気
に
み
ち
た
写
生
を
も
と
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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眺
め
て
い
る
と
、
き
よ
ら
か
な
海
際
の
社
頭
の
松
風
の
あ
い
だ
に
、
ど
こ

や
ら
微
か
に
人
声
も
聴
え
て
来
る
と
い
う
思
い
が
す
る
。
物
蔭
の
小
高
い
と

こ
ろ
か
ら
、
そ
ち
ら
を
見
下
す
と
、
そ
こ
に
は
隈
な
く
陽
が
照
る
な
か
に
、

優
美
な
装
束
の
人
た
ち
が
、
恭
々
し
い
う
ち
に
も
賑
や
か
で
う
ち
と
け
た
供

ま
わ
り
を
随
し
た
がえ
て
、
静
か
に
ざ
わ
め
い
て
い
る
。

　
黒
い
装
束
の
主
人
た
る
人
物
は
、
お
も
む
ろ
に
車
の
方
へ
進
ん
で
い
る
。

が
、
ま
だ
牛
は
轅
な
が
えに
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
華
や
か
な
人
間
の
行
事
に
も
無

関
心
な
動
物
の
自
然
さ
で
、
白
と
黒
と
の
立
派
な
斑
牛
は
の
ん
び
り
鼻
面
を

も
た
げ
主
人
に
そ
び
ら
を
向
け
、
生
き
て
い
る
こ
と
が
気
持
よ
い
と
い
う
風

に
汀
に
向
っ
て
水
を
飲
ん
で
い
る
。

　
視
角
の
高
い
画
面
の
構
成
は
、
全
体
が
闊
達
で
、
自
在
な
こ
こ
ろ
の
動
き
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が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
自
然
の
様
式
化
と
、
人
物
の
、
言
葉
す
く
な
い
、
然

し
実
に
躍
動
し
て
い
る
配
置
と
は
旋
律
的
な
調
和
を
保
っ
て
い
る
。
こ
こ
に

は
、
自
然
の
好
き
な
人
間
の
感
覚
そ
れ
に
も
ま
し
て
人
間
の
生
活
、
種
々
様

々
な
人
間
の
動
き
と
い
う
こ
と
が
面
白
く
て
、
気
に
も
入
っ
て
観
て
い
る
人

間
の
観
か
た
、
入
り
こ
み
が
流
露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
宗
達
は
、
こ
ん
な
に
柔
軟
で
清
新
な
芸
術
の
世
界
で
、
い
か
に
も

微
笑
ま
れ
る
技
術
の
上
の
手
品
を
演
じ
て
い
る
。

　
画
面
の
左
手
に
、
あ
っ
さ
り
鳥
居
が
お
か
れ
て
い
る
。
画
面
の
重
心
を
敏

感
に
う
け
て
、
そ
の
鳥
居
が
幾
本
か
の
松
の
幹
よ
り
遙
に
軽
く
お
か
れ
て
い

る
と
こ
ろ
も
心
に
く
い
が
、
そ
の
鳥
居
の
奥
下
手
し
も
て
に
、
三
人
ず
つ
左
右
二
側

に
居
並
ん
で
い
る
従
者
が
あ
る
。
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同
じ
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
三
人
ず
つ
の
一
組
は
、
鳥
居
の
外
か
ら

中
央
に
至
り
、
さ
て
は
上
手
の
端
の
牛
飼
童
に
終
る
一
群
の
人
々
と
は
、
何

と
別
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
画
家
は
、
画
面
の
リ
ズ
ム
の
快
よ
い
流
れ
の
末
と
し
て
こ
の
六
人
を
見
て

い
る
。
そ
の
た
め
に
、
鳥
居
と
そ
の
う
し
ろ
の
雄
渾
な
反
り
橋
の
様
式
化
に

応
じ
て
、
こ
れ
ら
の
人
物
は
人
物
な
が
ら
、
静
的
に
、
自
身
の
動
き
を
消
さ

れ
た
も
の
と
し
て
、
衣
紋
さ
え
、
こ
ち
ら
の
群
の
人
た
ち
の
写
生
風
な
の
と

は
全
然
違
っ
た
様
式
で
統
一
し
て
い
る
。

　
更
に
、
思
わ
ず
私
た
ち
の
唇
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
、
つ
づ
い
て
そ
の
画
魂
に
愉

快
を
覚
え
る
の
は
、
宗
達
が
こ
の
三
人
ず
つ
の
一
組
の
と
こ
ろ
で
、
遠
近
法

と
い
う
も
の
を
、
さ
か
さ
ま
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
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こ
ん
な
小
さ
い
縮
写
で
さ
え
、
力
量
の
目
ざ
ま
し
さ
に
う
た
れ
る
宗
達
が
、

遠
く
に
在
る
も
の
が
、
近
く
に
あ
る
も
の
よ
り
小
さ
く
見
え
る
と
い
う
日
常

の
事
実
を
、
ど
う
し
て
知
ら
な
い
わ
け
が
あ
ろ
う
、
彼
は
十
分
知
っ
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
こ
の
三
人
ず
つ
二
側
の
人
物
は
、
顔
を
こ
ち
ら
に
向
け
て
い
る

遠
い
三
人
を
や
や
大
き
く
、
背
中
だ
け
を
向
け
て
い
る
近
く
の
三
人
は
却
っ

て
ご
く
小
さ
く
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
宗
達
の
芸
術
家
と
し
て
の
直
感
が
、
生
命
の
爽
や
か
さ
に
充
ち
て
い
た
こ

と
が
、
こ
こ
に
も
窺
わ
れ
る
と
思
う
。
彼
は
、
画
面
の
隅
か
ら
隅
ま
で
が
豊

か
に
息
づ
い
て
滞
ら
な
い
こ
と
を
の
ぞ
ん
で
い
る
。
も
し
背
中
だ
け
向
け
て

い
る
三
人
を
大
き
く
出
せ
ば
、
生
動
す
る
画
面
に
計
ら
ず
一
つ
ら
な
り
の
め

く
ら
壁
が
立
つ
結
果
に
な
っ
て
、
リ
ズ
ム
は
そ
こ
で
阻
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
芸
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術
家
ら
し
さ
で
、
其
処
を
鋭
く
洞
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
子
供
が
絵
を
か

き
は
じ
め
る
と
き
は
、
よ
し
ん
ば
そ
れ
が
「
へ
へ
の
の
も
へ
じ
」
で
あ
ろ
う

と
も
、
ま
ず
顔
に
目
を
ひ
か
れ
初
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
人
間
の
素
朴
本

然
な
順
序
に
、
す
ら
り
と
の
り
う
つ
っ
て
、
こ
ち
ら
に
顔
を
向
け
て
い
る
三

人
の
距
離
を
、
人
間
の
顔
と
い
う
よ
す
が
に
よ
っ
て
踰こ
え
て
い
る
。
偶
然
に

よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
は
っ
き
り
し
た
考
え
を
も
っ
て
、
芸
術
の
虚
構
の
効

果
を
あ
げ
て
い
る
。

　
宗
達
の
作
品
も
い
ろ
い
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
作
品
の
よ
う
に
清
明
で
、

精
気
こ
も
っ
た
動
的
な
美
し
さ
は
、
心
か
ら
私
た
ち
を
よ
ろ
こ
ば
す
も
の
の

一
つ
だ
と
思
う
。
人
間
の
艷
、
仕
事
の
艷
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
宗
達
は
、

目
か
ら
精
神
に
そ
そ
ぎ
込
む
多
く
の
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
ん
な
話
を
し
て
い
た
ら
、
友
達
が
古
い
美
術
雑
誌
で
、
宗
達
の
特
輯
を

し
た
の
を
見
つ
け
て
来
て
く
れ
た
。
自
分
で
も
古
い
『
美
術
研
究
』
の
中
に
、

扇
面
な
ど
の
作
品
の
の
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
。

　
屏
風
の
絵
の
細
部
も
そ
れ
で
見
た
の
だ
け
れ
ど
も
宗
達
の
描
線
の
特
色
を
、

専
門
で
は
ど
う
表
現
す
る
の
か
。
即
物
的
な
柔
軟
さ
、
こ
わ
ば
っ
た
と
こ
ろ

の
な
い
暖
く
雄
勁
な
筆
致
で
、
対
象
に
ひ
た
ひ
た
と
よ
っ
て
行
く
感
じ
は
、

ま
こ
と
に
立
派
に
思
え
た
。
自
分
と
い
う
も
の
を
押
し
出
し
た
よ
う
な
強
さ

で
は
な
く
て
、
宗
達
は
自
然
、
動
物
、
人
間
そ
れ
ぞ
れ
な
り
の
充
実
感
に
よ

り
そ
っ
て
行
っ
て
、
そ
こ
へ
は
ま
り
込
み
、
芸
術
に
吸
収
し
て
来
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
自
然
人
ら
し
く
さ
え
あ
る
宗
達
が
、
画
面
に
様
式
化
を
創
め
た
の
は
興
味
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深
い
。
彼
に
と
っ
て
は
、
お
そ
ら
く
万
象
が
、
量
感
に
み
ち
、
色
彩
に
輝
き
、

声
と
動
き
と
に
満
ち
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
此
の
世
に
満
々
た
る
美
し
さ
、
愛

す
べ
き
も
の
を
、
彼
は
た
っ
ぷ
り
し
た
資
質
に
生
れ
合
わ
せ
た
男
ら
し
く
、

ど
れ
も
の
こ
さ
ず
、
ぶ
つ
か
り
合
わ
ず
、
調
和
そ
の
も
の
に
歓
喜
を
覚
え
る

よ
う
な
概
括
で
、
自
分
の
芸
術
に
生
か
し
て
み
た
く
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ

こ
か
ら
出
発
し
て
宗
達
は
賢
く
も
、
樹
木
、
流
木
、
岩
や
山
な
ど
の
自
然
又

は
橋
、
船
、
車
、
家
屋
と
い
う
よ
う
な
建
造
物
を
先
ず
様
式
化
し
、
生
き
て

い
る
人
間
が
示
す
感
興
つ
き
な
い
様
々
の
姿
態
は
そ
の
ま
ま
の
血
の
ぬ
く
み

を
も
っ
て
、
簡
明
に
さ
れ
た
背
景
の
前
に
浮
き
た
た
せ
た
と
思
え
る
。

　
そ
う
考
え
る
と
、
宗
達
は
人
間
好
き
な
、
美
し
さ
に
人
間
ら
し
く
熱
中
す

る
男
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
そ
う
い
う
気
質
ら
し
い
清
潔
さ
、
寛
厚
さ
、
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こ
こ
ろ
の
視
角
の
高
さ
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
光
琳
が
大
成
し
た
と
い
う
宗
達
の
装
飾
的
な
一
面
は
、
そ
の
方
向
の
極
致

な
の
だ
ろ
う
が
、
或
る
も
の
は
何
と
な
し
工
芸
化
し
て
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し

て
そ
う
い
う
美
の
世
界
で
は
、
宗
達
が
嘗
つ
て
人
間
を
自
在
に
登
場
さ
せ
た

可
能
が
封
じ
ら
れ
て
、
お
の
ず
か
ら
波
や
花
鳥
、
人
生
と
し
て
は
従
の
も
の

が
図
案
の
主
な
題
材
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
示
唆
に
と

ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
秋
声
・
藤
村

　
藤
村
と
秋
声
と
が
相
つ
い
で
長
逝
し
た
。
二
人
の
作
家
の
業
績
は
、
明
治
、
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大
正
、
昭
和
に
亙
っ
て
消
え
な
い
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
つ
よ

く
感
じ
る
人
々
は
、
同
時
に
、
こ
の
二
人
の
作
家
が
全
く
対
蹠
的
に
一
生
を

送
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
浅
か
ら
ぬ
感
銘
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
同
じ
死
と
い
う
こ
と
で
も
、
藤
村
の
死
去
と
き
い
て
、
私
た
ち
に
は
儀
式

め
い
た
紋
付
羽
織
袴
の
そ
よ
ぎ
が
感
じ
ら
れ
た
。
秋
声
が
遂
に
亡
く
な
っ
た

と
き
い
た
と
き
、
私
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
生
涯
の
終
り
に
も
来
る
人
一
人

の
終
焉
と
い
う
こ
と
を
沁
々
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
藤
村
の
文
豪
と
し
て
の
在
り
か
た
は
、
例
え
て
み
れ
ば
、
栖
鳳
や
大
観
が

大
家
で
あ
る
あ
り
か
た
と
ど
こ
か
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
大

観
、
栖
鳳
と
云
え
ば
、
あ
あ
、
と
大
家
た
る
こ
と
へ
の
畏
服
を
用
意
し
て
い
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る
人
々
が
、
必
ず
し
も
絵
画
を
理
解
し
て
い
る
と
は
云
え
な
い
の
と
同
じ
で

あ
る
。

　
秋
声
は
、
畏
れ
ら
れ
る
作
家
、
そ
う
い
う
大
家
ぶ
り
の
作
家
で
は
な
か
っ

た
。
世
俗
的
な
威
風
に
満
た
ず
時
に
逸
脱
し
そ
の
逸
脱
の
本
質
は
「
元
の
枝

へ
」
と
「
仮
装
人
物
」
が
「
新
生
」
と
異
る
よ
う
に
異
る
も
の
で
あ
っ
た
。

藤
村
は
お
ど
ろ
く
ば
か
り
計
画
性
に
と
ん
だ
作
家
で
、
そ
の
自
己
に
凝
結
す

る
力
は
製
作
の
態
度
か
ら
日
常
生
活
の
諸
相
へ
ま
で
滲
み
透
っ
て
い
た
。
藤

村
の
生
き
か
た
で
は
、
逸
脱
は
或
る
意
味
で
彼
の
人
生
に
と
っ
て
過
誤
で
あ

っ
た
。
け
れ
ど
も
秋
声
の
場
合
に
は
、
過
誤
で
は
な
く
、
彼
の
よ
う
に
生
き

る
こ
と
に
即
し
て
生
き
た
人
が
、
あ
あ
も
し
、
こ
う
も
し
て
生
き
て
み
た
、

そ
の
一
つ
の
姿
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
自
己
放
棄
の
道
を
通
っ
て
さ
え
も
秋
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声
は
常
に
動
く
人
生
の
中
に
自
分
を
お
い
て
、
と
も
に
動
い
て
自
分
を
固
定

さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
秋
声
短
論
の
中
で
広
津
和
郎
氏
が
云
っ
て
い

る
の
は
、
秋
声
の
根
本
の
特
色
を
と
ら
え
て
い
る
と
思
う
。

　
秋
声
は
、
ほ
ん
と
う
に
自
分
を
生
き
な
が
ら
記
念
像
と
し
な
か
っ
た
秀
抜

な
作
家
の
一
人
で
あ
っ
た
。
散
文
家
と
し
て
の
秋
声
は
、
客
体
的
な
力
量
と

い
う
点
で
、
評
価
さ
れ
る
べ
き
作
家
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
近
代
文

学
に
お
け
る
散
文
の
伝
統
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
将
来
注
目
さ
れ
る
な
ら
、

秋
声
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
一
つ
の
典
型
と
し
て
不
動
の
地
位
に
あ
る
。
一
応
文

学
趣
味
を
今
日
も
満
足
さ
せ
て
い
る
芥
川
龍
之
介
の
散
文
が
、
教
養
的
で
あ

っ
て
も
、
極
め
て
脆
い
体
質
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
な
ど
と
著
し
い
対
照
を

も
示
す
わ
け
だ
ろ
う
。
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藤
村
の
歿
後
、
何
か
の
新
聞
に
島
崎
鶏
二
氏
の
書
い
た
文
章
を
見
か
け
た
。

そ
し
て
生
涯
精
励
で
あ
る
い
か
な
る
作
家
も
、
最
後
に
は
、
自
分
で
書
き
き

れ
な
い
一
篇
の
小
説
を
、
自
分
の
人
生
の
真
髄
に
応
じ
て
後
に
生
き
つ
づ
け

て
ゆ
く
者
の
間
へ
遺
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
こ
こ
ろ
う
た
れ
た
。
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