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１　
聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
の
修
理

　
堺
市
博
物
館
蔵
﹁
聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
﹂
は
︑
天
正
一
六
年
︵
一
五
八
八
︶
の
後
陽
成

天
皇
の
聚
楽
第
へ
の
行
幸
を
描
く
数
少
な
い
絵
画
資
料
で
あ
る
︒
戦
国
時
代
を
テ
ー
マ
と

し
た
出
版
物
へ
の
写
真
貸
出
や
︑
展
覧
会
へ
の
出
品
な
ど
︑
当
館
所
蔵
品
の
中
で
も
注
目

度
が
高
く
︑
か
つ
て
当
館
﹃
館
報
﹄
Ⅷ
︵
一
九
八
八
年
︶
に
お
い
て
当
時
の
学
芸
員
井
溪

明
と
辻
克
美
が
本
作
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
︒
論
文
中
で
︑
井
溪
は
﹁
本
作
は
近

年
剝
落
止
め
等
を
含
め
た
全
面
修
理
を
行
っ
た
が
︑
そ
の
際
画
面
裏
を
含
め
て
裏
貼
り
等

に
も
何
ら
屏
風
制
作
に
関
わ
る
痕
跡
は
見
い
出
せ
な
か
っ
た
﹂
と
報
告
し
た
︒
し
か
し
︑

三
〇
年
を
経
て
修
理
や
事
前
調
査
の
技
術
は
進
展
し
︑
二
〇
一
八
年
度
に
行
っ
た
解
体
修

理
︵
有
限
会
社
墨
仙
堂
︶
で
は
︑
本
紙
裏
面
に
墨
書
が
見
出
さ
れ
る
な
ど
︑
屏
風
制
作
に

関
わ
る
情
報
が
新
た
に
得
ら
れ
た
の
で
︑
こ
こ
で
改
め
て
報
告
し
て
お
き
た
い
︒

　
屏
風
か
ら
本
紙
を
剝
が
し
て
裏
打
紙
を
除
去
し
た
と
こ
ろ
︑
各
扇
の
本
紙
裏
に
は
︑
そ

れ
ぞ
れ
二
つ
ず
つ
漢
数
字
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
［
挿
図
１
］︒
八
番
︑
九
番
︑

一
一
番
︑
一
二
番
と
い
う
数
字
が
記
さ
れ
る
が
墨
で
抹
消
さ
れ
て
お
り
︑
二
番
︑
三
番
︑

五
番
︑
六
番
と
書
き
直
さ
れ
て
い
る
︒
抹
消
さ
れ
た
字
と
書
き
直
さ
れ
た
字
と
で
は
筆
跡

が
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
と
も
に
筆
致
は
粗
く
︑
過
去
の
修
理
に
お
い
て
屏
風
に
貼

り
戻
す
時
に
順
番
を
間
違
え
な
い
た
め
の
メ
モ
書
き
と
思
わ
れ
る
︒
大
き
な
方
の
数
字
が

聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
の
修
理
︱
豊
臣
秀
吉
と
堺
︱

宇
野  
千
代
子

抹
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
本
作
が
六
曲
一
双
︵
本
紙
一
二
枚
︶
か
ら
︑
六
曲
一
隻
︵
本

紙
六
枚
︶
へ
と
形
態
が
変
化
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒
す
で
に
井
溪
論
文
に
お
い
て
︑

絵
の
つ
な
が
り
具
合
や
︑
四
枚
の
本
紙
の
寸
法
︑
手
擦
れ
の
位
置
な
ど
か
ら
︑
本
作
が
六

曲
屏
風
の
第
二・
三
扇
︑
第
五・
六
扇
が
残
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
推
測
さ
れ
て
い
た

が
︑
こ
の
本
紙
裏
の
墨
書
か
ら
考
え
て
︑
本
作
が
も
と
も
と
六
曲
一
双
で
あ
り
︑
そ
の
う

ち
左
隻
の
第
二・
三
扇
︑
第
五・
六
扇
が
残
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
だ

ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
形
態
が
変
化
し
た
理
由
は
︑
傷
ん
だ
部
分
が
取
り
除
か
れ
た
か
︑
あ

る
い
は
何
か
の
意
図
を
も
っ
て
改
変
さ
れ
た
か
︑
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
︒

　
現
存
す
る
四
枚
の
本
紙
は
︑
彩
色
や
金
雲
の
胡
粉
盛
り
上
げ
等
に
亀
裂
や
浮
き
が
生
じ

て
い
た
が
︑
修
理
前
の
調
査
に
よ
っ
て
本
紙
に
大
き
な
欠
失
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ

た
︒
と
は
い
え
本
紙
の
端
の
方
は
傷
み
に
よ
っ
て
生
じ
た
欠
失
が
多
く
︑別
の
紙
で
補
修
し
︑

そ
の
上
に
絵
柄
を
補
っ
て
化
粧
直
し
の
﹁
補
筆
﹂
を
し
て
い
る
箇
所
も
み
ら
れ
る
［
挿
図
２
・

３
］︒
と
く
に
天
守
閣
が
︑
裏
側
か
ら
見
る
と
︑
本
紙
と
は
異
な
る
黒
っ
ぽ
い
紙
に
描
か
れ

て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
［
挿
図
４
］︒

　
改
め
て
天
守
閣
の
描
写
を
見
て
み
る
と
︑
筆
線
が
他
の
部
分
に
比
べ
て
細
く
不
安
定
で

あ
り
︑
入
母
屋
屋
根
の
瓦
の
線
が
放
射
状
に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
［
挿
図
５
］︒

本
作
の
他
の
入
母
屋
屋
根
で
は
瓦
の
線
は
放
射
状
で
は
な
く
平
行
に
引
か
れ
て
い
る
［
挿
図

６
］︒天
守
閣
は
補
筆
で
あ
ろ
う
︒傷
み
や
す
い
本
紙
の
端
に
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
︑

同
じ
位
置
に
描
か
れ
て
い
た
天
守
閣
の
絵
が
損
傷
し
た
た
め
描
き
直
さ
れ
た
可
能
性
が
高

い
と
思
わ
れ
る
が
︑
本
来
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
所
に
描
き
加
え
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え

て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
赤
外
線
撮
影
で
は
彩
色
の
下
の
墨
線
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
︑
大
幅
な
墨
線
の
描
き

直
し
は
無
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
彩
色
の
指
示
と
思
わ
れ
る
墨
書
が
見
つ
か
り
︑
馬
の
房

飾
り
の
所
に
﹁
し
ゆ
﹂︵
朱
︶︑
首
の
所
に
﹁
□
□
け
﹂︵
馬
の
毛
色
を
示
す
言
葉
か
︶
と
読

め
る
文
字
が
見
え
る
［
挿
図
７・
８
］︒
馬
の
房
飾
り
の
﹁
し
ゆ
﹂
の
指
示
書
は
他
に
三
ヶ
所

見
つ
か
り
︑
房
飾
り
を
朱
色
に
塗
る
こ
と
に
留
意
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
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２　
聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
の
復
元
案

　
本
作
の
当
初
の
姿
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
聚
楽
第
行
幸
を
六
曲

一
双
の
屏
風
に
描
い
た
作
品
と
し
て
は
︑
他
に
狩
野
永
徳
弟
子
の
作
と
い
う
も
の
の
縮
小

模
写(

﹁
探
幽
縮
図
﹂東
京
藝
術
大
学
蔵)

が
従
来
知
ら
れ
︑二
〇
〇
九
年
に
は﹁
御
所
参
内・

聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
﹂︵
小
林
英
好
氏
蔵　
上
越
市
立
歴
史
博
物
館
寄
託
︶
が
新
出
資
料
と

し
て
紹
介
さ
れ
た
︒
二
作
は
と
も
に
︑
左
隻
に
聚
楽
第
を
配
し
︑
右
隻
側
か
ら
左
方
向
に

鳳
輦
の
行
列
が
進
む
と
い
う
構
図
を
採
る
︒
鳳
輦
か
︑
秀
吉
の
乗
る
牛
車
か
︑
い
ず
れ
か

を
各
隻
の
中
心
モ
チ
ー
フ
と
し
て
お
り
︑﹁
御
所
参
内
・
聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
﹂
で
は
︑
右

隻
に
御
所
か
ら
出
発
し
た
ば
か
り
の
鳳
輦
︑
左
隻
に
天
皇
を
迎
え
る
た
め
に
鳳
輦
と
は
逆

向
き
に
御
所
へ
と
向
か
う
秀
吉
の
牛
車
を
描
く
︒﹁
探
幽
縮
図
﹂
で
は
︑
鳳
輦
は
す
で
に
左

隻
の
聚
楽
第
に
到
着
し
︑
東
の
外
門
を
く
ぐ
っ
て
聚
楽
第
の
外
郭
へ
入
ろ
う
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
︑
右
隻
に
鳳
輦
の
後
に
続
く
秀
吉
の
牛
車
を
描
く
︒

　
堺
市
博
物
館
﹁
聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
﹂
で
は
︑
鳳
輦
は
さ
ら
に
進
ん
で
︑
聚
楽
第
外
郭

の
な
か
を
内
堀
に
沿
っ
て
進
ん
で
い
る
︒
進
行
方
向
は
や
は
り
右
か
ら
左
で
あ
る
︒
失
わ

れ
た
第
一
扇
に
は
︑
先
の
二
作
が
と
も
に
描
く
聚
楽
第
の
東
の
外
門
が
描
か
れ
て
い
た
に

違
い
な
い
︒
第
四
扇
に
は
第
三
扇
左
端
に
見
え
る
柵
に
続
い
て
南
門
が
描
か
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
︑
行
列
が
進
ん
で
い
る
方
向
か
ら
考
え
る
と
︑
南
門
の
上
方
に
は
西
門
が
描
か
れ

て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
左
隻
に
は
聚
楽
第
の
壮
観
が
一
隻
に
わ
た
っ
て
展
開
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
［
挿
図
９
］︒
右
隻
に
は
︑
鳳
輦
に
随
行
す
る
秀
吉
の
牛
車
を
中
心
に
︑
御
所
か

ら
聚
楽
第
へ
向
か
う
行
列
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

３　
秀
吉
の
普
請
と
堺

　
聚
楽
第
行
幸
の
一
ヶ
月
前
︑
宣
教
師
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ー
ノ
が
一
五
八
八
年
三
月
三
日
付

で
小
豆
島
か
ら
書
き
送
っ
た
書
状
の
文
中
に
︑
聚
楽
第
と
堺
に
つ
い
て
触
れ
た
以
下
の
よ

う
な
一
節
が
あ
る
︵
松
田
毅
一
﹃
豊
臣
秀
吉
と
南
蛮
人
﹄
朝
文
社　
一
九
九
二
年
︶︒

﹇
前
略
﹈

す
べ
て
の
大
身
た
ち
が
︑
今
や
︵
関
白
︶
か
ら
都
に
壮
大
き
わ
ま
る
宮
殿
︵
聚
楽
亭
︶

の
造
営
を
命
ぜ
ら
れ
て
︑︵
ど
れ
ほ
ど
︶
異
常
な
ま
で
に
苦
悩
し
た
か
︑
私
は
言
う
べ

き
︵
言
葉
も
︶
あ
り
ま
せ
ん
︒

﹇
中
略
﹈

堺
の
哀
れ
な
市
民
︑な
ら
び
に
そ
の
都
市
は
︑頻
繁
か
つ
名
状
し
が
た
い
労
苦
と
︵
重
︶

税
を
絶
え
ず
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
︒
堺
や
都
の
市
民
で
多
少
と
も
裕
福
そ
う
に
見
え

る
者
に
対
し
て
は
︑︵
関
白
︶
は
都
の
外
れ
に
造
っ
た
新
宮
殿
︵
聚
楽
亭
︶
の
傍
に
新

た
な
住
宅
を
建
て
る
よ
う
に
︵
命
じ
ま
し
た
︶︒

﹇
後
略
﹈

　
こ
の
書
状
が
書
か
れ
た
前
年
の
六
月
︑
秀
吉
は
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
に
国
外
退
去
を
命

じ
て
お
り
︑
こ
の
書
状
は
全
体
に
秀
吉
へ
の
批
判
に
満
ち
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
が
︑
感

情
的
な
修
飾
語
を
差
し
引
い
た
と
し
て
も
︑
聚
楽
第
の
壮
観
を
作
り
出
す
た
め
に
堺
が
か

な
り
の
負
担
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
︒
聚
楽
第
の
周
り
に
は
秀
吉
の
近

臣
が
屋
敷
を
構
え
︑
千
利
休
の
屋
敷
も
現
在
の
晴
明
神
社
の
辺
り
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
︑

こ
の
書
状
は
堺
や
京
都
の
富
裕
な
町
人
も
聚
楽
第
近
く
に
新
宅
の
建
造
を
要
請
さ
れ
た
こ

と
を
伝
え
る
︒

　
堺
の
経
済
力
は
︑
聚
楽
第
を
は
じ
め
数
多
く
の
普
請
を
行
っ
た
秀
吉
を
費
用
の
面
で
支

え
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
秀
吉
は
自
ら
の
居
城
の
造
営
の
み
な
ら
ず
寺
社
の
修
復
も

行
っ
た
が
︑
堺
か
ら
費
用
が
徴
収
さ
れ
た
例
と
し
て
︑
信
長
と
大
坂
本
願
寺
の
戦
争
に
巻

き
込
ま
れ
て
焼
失
し
た
四
天
王
寺
の
戦
後
復
興
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
四
天
王
寺
太
子
堂
の
た

め
に
︑
堺
代
官
の
松
井
友
閑
に
対
し
て
堺
の
地
子
銭
か
ら
五
〇
〇
貫
文
分
を
充
て
る
よ
う

に
要
求
し
た
秀
吉
の
書
状
の
写
︵
天
正
一
一
年
七
月
一
一
日
︶
が
残
る
︵
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
蔵
﹁
秋
野
家
伝
証
文
留
﹂︶︒

　
堺
の
町
に
と
っ
て
と
く
に
銘
記
す
べ
き
秀
吉
の
普
請
は
︑
天
正
一
四
年
一
〇
月
二
六
日

か
ら
一
一
月
三
︑四
日
ま
で
実
施
さ
れ
た
と
い
う
堺
の
濠
の
埋
め
立
て
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
を

記
し
た
﹃
貝
塚
御
座
所
日
記
︵
宇
野
主
水
日
記
︶﹄［
本
書
三
二
頁　
参
考
］
は
埋
め
立
て
の
目

的
に
は
言
及
し
て
お
ら
ず
︑
秀
吉
み
ず
か
ら
訪
堺
し
て
ま
で
竣
工
を
急
が
せ
た
こ
の
工
事

が
堺
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
︑
議
論
を
呼
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

　
こ
の
濠
の
埋
め
立
て
に
つ
い
て
︑﹃
堺
市
史
﹄︵
昭
和
五
年
︶
は
﹁
軍
事
上
の
堺
が
そ
の

価
値
を
失
っ
た
と
共
に
︑
そ
れ
が
住
民
の
矜
持
を
傷
つ
け
た
こ
と
は
如
何
ば
か
り
で
あ
っ

た
ら
う
﹂
と
記
し
た
︒
こ
の
解
釈
と
誇
り
高
い
堺
住
民
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
そ
の
後
︑
歴
史

小
説
や
歴
史
ド
ラ
マ
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
︑
濠
の
埋
め
立
て
は
自
由
都
市
・
堺
の
自
由
の

終
焉
を
象
徴
す
る
で
き
ご
と
と
し
て
一
般
に
浸
透
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
堺
の
発
掘
調
査
が

進
み
︑
町
を
囲
む
濠
は
︑
複
数
の
時
期
に
渡
っ
て
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
が
判
明

し
た
［
本
書
65
頁　
15
解
説
］︒
堺
南
庄
と
北
庄
の
都
市
域
と
し
て
濠
で
囲
ま
れ
た
堺
の
町
は
︑

町
中
に
も
大
小
の
濠
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
町
の
北
の
方
に
は
水
は
け
の
悪
い
地

域
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
排
水
の
た
め
に
も
濠
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
濠
の
用
途
は
防
衛
の
み

な
ら
ず
︑
運
搬
︑
地
所
の
境
界
︑
用
排
水
な
ど
多
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑
濠
が
す

べ
て
埋
め
立
て
ら
れ
た
と
す
れ
ば
︑堺
の
住
民
は
生
活
上
︑困
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

秀
吉
に
よ
る
堺
の
濠
の
埋
め
立
て
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
目
的
と
歴
史
的
意
義
を
再
考
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

　
堺
の
歴
史
に
お
い
て
は
︑
慶
長
二
〇
年
︵
一
六
一
五
︶
四
月
二
八
日
︑
大
坂
夏
の
陣
の

前
哨
戦
で
豊
臣
方
が
放
っ
た
火
で
︑
中
世
か
ら
続
い
て
き
た
都
市
・
堺
が
全
焼
し
た
時
が
︑

﹁
中
世
﹂
の
完
全
な
終
わ
り
と
捉
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
秀
吉
の
天
下
統
一
の
過
程
で
︑
大
規

模
な
普
請
に
よ
っ
て
堺
の
富
は
放
出
さ
れ
︑
濠
の
埋
め
立
て
の
い
か
ん
に
よ
ら
ず
秀
吉
の

新
し
い
城
下
町
・
大
坂
の
発
展
に
伴
い
︑
堺
の
都
市
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
曖
昧
に
な
っ

て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
す
で
に
聚
楽
第
行
幸
の
頃
に
は
︑
堺
は
新
し
い
時
代
の
中
に
あ
っ

た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

︵
堺
市
博
物
館　
学
芸
員
︶

︹
参
考
文
献
︺

・ 

井
溪
明
﹁
聚
楽
第
行
幸
図
に
つ
い
て
︱
本
館
蔵
﹁
聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
﹂
の
紹
介
を
か
ね
て
︱
﹂・
辻
克
美
﹁
聚
楽
第

行
幸
図
に
描
か
れ
た
風
俗
︱
着
用
衣
装
を
中
心
に
︱
﹂﹃
館
報
﹄
第
八
号　
堺
市
博
物
館　
一
九
八
八
年

・ 

白
神
典
之
﹁
第
二
節　
環
濠
都
市
﹁
堺
﹂
の
濠
に
関
す
る
二・三
の
問
題
﹂﹃
堺
市
文
化
財
調
査
概
要
報
告　
第
六
冊
﹄　

堺
市
教
育
委
員
会　
一
九
九
〇
年

・ 

日
本
史
研
究
会
編
﹃
豊
臣
秀
吉
と
京
都
︱
聚
楽
第
・
御
土
居
と
伏
見
城
﹄
文
理
閣　
二
〇
〇
一
年

・ 

津
田
卓
子
﹁
探
幽
縮
図
に
み
る
聚
楽
第
行
幸
図
﹂﹃
変
革
の
と
き　
桃
山
﹄
特
別
展
﹁
変
革
の
と
き　
桃
山
﹂
実
行
委

員
会
・
名
古
屋
市
博
物
館
・
中
日
新
聞
社　
二
〇
一
〇
年

・ ﹁
御
所
参
内
・
聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
﹂
学
術
調
査
委
員
会
編
﹃﹁
御
所
参
内
・
聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
﹂
学
術
調
査
報
告
書
﹄

上
越
市
教
育
委
員
会　
二
〇
一
二
年

・ 

山
本
雅
和
﹁
聚
楽
第
の
遺
跡
と
絵
画
資
料
﹂
仁
木
宏
編
﹃
日
本
古
代
・
中
世
都
市
論
﹄
吉
川
弘
文
館　
二
〇
一
六
年

・ 

大
澤
研
一
﹃
戦
国
・
織
豊
期
大
坂
の
都
市
史
的
研
究
﹄
思
文
閣
出
版　
二
〇
一
九
年

　
※
挿
図
1
～
8
の
写
真
は
︑
有
限
会
社
墨
仙
堂
に
よ
る
撮
影

挿図�9
堺市博物館蔵「聚楽第行幸図屏風」復元案
第１扇は「探幽縮図」（東京藝術大学蔵）、第４扇は「瑞泉寺縁起」(瑞泉寺蔵 ) の聚楽第の図を参考にした
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２　
聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
の
復
元
案

　
本
作
の
当
初
の
姿
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
聚
楽
第
行
幸
を
六
曲

一
双
の
屏
風
に
描
い
た
作
品
と
し
て
は
︑
他
に
狩
野
永
徳
弟
子
の
作
と
い
う
も
の
の
縮
小

模
写(

﹁
探
幽
縮
図
﹂東
京
藝
術
大
学
蔵)

が
従
来
知
ら
れ
︑二
〇
〇
九
年
に
は﹁
御
所
参
内・

聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
﹂︵
小
林
英
好
氏
蔵　
上
越
市
立
歴
史
博
物
館
寄
託
︶
が
新
出
資
料
と

し
て
紹
介
さ
れ
た
︒
二
作
は
と
も
に
︑
左
隻
に
聚
楽
第
を
配
し
︑
右
隻
側
か
ら
左
方
向
に

鳳
輦
の
行
列
が
進
む
と
い
う
構
図
を
採
る
︒
鳳
輦
か
︑
秀
吉
の
乗
る
牛
車
か
︑
い
ず
れ
か

を
各
隻
の
中
心
モ
チ
ー
フ
と
し
て
お
り
︑﹁
御
所
参
内
・
聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
﹂
で
は
︑
右

隻
に
御
所
か
ら
出
発
し
た
ば
か
り
の
鳳
輦
︑
左
隻
に
天
皇
を
迎
え
る
た
め
に
鳳
輦
と
は
逆

向
き
に
御
所
へ
と
向
か
う
秀
吉
の
牛
車
を
描
く
︒﹁
探
幽
縮
図
﹂
で
は
︑
鳳
輦
は
す
で
に
左

隻
の
聚
楽
第
に
到
着
し
︑
東
の
外
門
を
く
ぐ
っ
て
聚
楽
第
の
外
郭
へ
入
ろ
う
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
︑
右
隻
に
鳳
輦
の
後
に
続
く
秀
吉
の
牛
車
を
描
く
︒

　
堺
市
博
物
館
﹁
聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
﹂
で
は
︑
鳳
輦
は
さ
ら
に
進
ん
で
︑
聚
楽
第
外
郭

の
な
か
を
内
堀
に
沿
っ
て
進
ん
で
い
る
︒
進
行
方
向
は
や
は
り
右
か
ら
左
で
あ
る
︒
失
わ

れ
た
第
一
扇
に
は
︑
先
の
二
作
が
と
も
に
描
く
聚
楽
第
の
東
の
外
門
が
描
か
れ
て
い
た
に

違
い
な
い
︒
第
四
扇
に
は
第
三
扇
左
端
に
見
え
る
柵
に
続
い
て
南
門
が
描
か
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
︑
行
列
が
進
ん
で
い
る
方
向
か
ら
考
え
る
と
︑
南
門
の
上
方
に
は
西
門
が
描
か
れ

て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
左
隻
に
は
聚
楽
第
の
壮
観
が
一
隻
に
わ
た
っ
て
展
開
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
［
挿
図
９
］︒
右
隻
に
は
︑
鳳
輦
に
随
行
す
る
秀
吉
の
牛
車
を
中
心
に
︑
御
所
か

ら
聚
楽
第
へ
向
か
う
行
列
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

３　
秀
吉
の
普
請
と
堺

　
聚
楽
第
行
幸
の
一
ヶ
月
前
︑
宣
教
師
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ー
ノ
が
一
五
八
八
年
三
月
三
日
付

で
小
豆
島
か
ら
書
き
送
っ
た
書
状
の
文
中
に
︑
聚
楽
第
と
堺
に
つ
い
て
触
れ
た
以
下
の
よ

う
な
一
節
が
あ
る
︵
松
田
毅
一
﹃
豊
臣
秀
吉
と
南
蛮
人
﹄
朝
文
社　
一
九
九
二
年
︶︒

﹇
前
略
﹈

す
べ
て
の
大
身
た
ち
が
︑
今
や
︵
関
白
︶
か
ら
都
に
壮
大
き
わ
ま
る
宮
殿
︵
聚
楽
亭
︶

の
造
営
を
命
ぜ
ら
れ
て
︑︵
ど
れ
ほ
ど
︶
異
常
な
ま
で
に
苦
悩
し
た
か
︑
私
は
言
う
べ

き
︵
言
葉
も
︶
あ
り
ま
せ
ん
︒

﹇
中
略
﹈

堺
の
哀
れ
な
市
民
︑な
ら
び
に
そ
の
都
市
は
︑頻
繁
か
つ
名
状
し
が
た
い
労
苦
と
︵
重
︶

税
を
絶
え
ず
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
︒
堺
や
都
の
市
民
で
多
少
と
も
裕
福
そ
う
に
見
え

る
者
に
対
し
て
は
︑︵
関
白
︶
は
都
の
外
れ
に
造
っ
た
新
宮
殿
︵
聚
楽
亭
︶
の
傍
に
新

た
な
住
宅
を
建
て
る
よ
う
に
︵
命
じ
ま
し
た
︶︒

﹇
後
略
﹈

　
こ
の
書
状
が
書
か
れ
た
前
年
の
六
月
︑
秀
吉
は
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
に
国
外
退
去
を
命

じ
て
お
り
︑
こ
の
書
状
は
全
体
に
秀
吉
へ
の
批
判
に
満
ち
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
が
︑
感

情
的
な
修
飾
語
を
差
し
引
い
た
と
し
て
も
︑
聚
楽
第
の
壮
観
を
作
り
出
す
た
め
に
堺
が
か

な
り
の
負
担
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
︒
聚
楽
第
の
周
り
に
は
秀
吉
の
近

臣
が
屋
敷
を
構
え
︑
千
利
休
の
屋
敷
も
現
在
の
晴
明
神
社
の
辺
り
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
︑

こ
の
書
状
は
堺
や
京
都
の
富
裕
な
町
人
も
聚
楽
第
近
く
に
新
宅
の
建
造
を
要
請
さ
れ
た
こ

と
を
伝
え
る
︒

　
堺
の
経
済
力
は
︑
聚
楽
第
を
は
じ
め
数
多
く
の
普
請
を
行
っ
た
秀
吉
を
費
用
の
面
で
支

え
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
秀
吉
は
自
ら
の
居
城
の
造
営
の
み
な
ら
ず
寺
社
の
修
復
も

行
っ
た
が
︑
堺
か
ら
費
用
が
徴
収
さ
れ
た
例
と
し
て
︑
信
長
と
大
坂
本
願
寺
の
戦
争
に
巻

き
込
ま
れ
て
焼
失
し
た
四
天
王
寺
の
戦
後
復
興
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
四
天
王
寺
太
子
堂
の
た

め
に
︑
堺
代
官
の
松
井
友
閑
に
対
し
て
堺
の
地
子
銭
か
ら
五
〇
〇
貫
文
分
を
充
て
る
よ
う

に
要
求
し
た
秀
吉
の
書
状
の
写
︵
天
正
一
一
年
七
月
一
一
日
︶
が
残
る
︵
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
蔵
﹁
秋
野
家
伝
証
文
留
﹂︶︒

　
堺
の
町
に
と
っ
て
と
く
に
銘
記
す
べ
き
秀
吉
の
普
請
は
︑
天
正
一
四
年
一
〇
月
二
六
日

か
ら
一
一
月
三
︑四
日
ま
で
実
施
さ
れ
た
と
い
う
堺
の
濠
の
埋
め
立
て
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
を

記
し
た
﹃
貝
塚
御
座
所
日
記
︵
宇
野
主
水
日
記
︶﹄［
本
書
三
二
頁　
参
考
］
は
埋
め
立
て
の
目

的
に
は
言
及
し
て
お
ら
ず
︑
秀
吉
み
ず
か
ら
訪
堺
し
て
ま
で
竣
工
を
急
が
せ
た
こ
の
工
事

が
堺
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
︑
議
論
を
呼
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

　
こ
の
濠
の
埋
め
立
て
に
つ
い
て
︑﹃
堺
市
史
﹄︵
昭
和
五
年
︶
は
﹁
軍
事
上
の
堺
が
そ
の

価
値
を
失
っ
た
と
共
に
︑
そ
れ
が
住
民
の
矜
持
を
傷
つ
け
た
こ
と
は
如
何
ば
か
り
で
あ
っ

た
ら
う
﹂
と
記
し
た
︒
こ
の
解
釈
と
誇
り
高
い
堺
住
民
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
そ
の
後
︑
歴
史

小
説
や
歴
史
ド
ラ
マ
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
︑
濠
の
埋
め
立
て
は
自
由
都
市
・
堺
の
自
由
の

終
焉
を
象
徴
す
る
で
き
ご
と
と
し
て
一
般
に
浸
透
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
堺
の
発
掘
調
査
が

進
み
︑
町
を
囲
む
濠
は
︑
複
数
の
時
期
に
渡
っ
て
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
が
判
明

し
た
［
本
書
65
頁　
15
解
説
］︒
堺
南
庄
と
北
庄
の
都
市
域
と
し
て
濠
で
囲
ま
れ
た
堺
の
町
は
︑

町
中
に
も
大
小
の
濠
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
町
の
北
の
方
に
は
水
は
け
の
悪
い
地

域
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
排
水
の
た
め
に
も
濠
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
濠
の
用
途
は
防
衛
の
み

な
ら
ず
︑
運
搬
︑
地
所
の
境
界
︑
用
排
水
な
ど
多
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑
濠
が
す

べ
て
埋
め
立
て
ら
れ
た
と
す
れ
ば
︑堺
の
住
民
は
生
活
上
︑困
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

秀
吉
に
よ
る
堺
の
濠
の
埋
め
立
て
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
目
的
と
歴
史
的
意
義
を
再
考
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

　
堺
の
歴
史
に
お
い
て
は
︑
慶
長
二
〇
年
︵
一
六
一
五
︶
四
月
二
八
日
︑
大
坂
夏
の
陣
の

前
哨
戦
で
豊
臣
方
が
放
っ
た
火
で
︑
中
世
か
ら
続
い
て
き
た
都
市
・
堺
が
全
焼
し
た
時
が
︑

﹁
中
世
﹂
の
完
全
な
終
わ
り
と
捉
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
秀
吉
の
天
下
統
一
の
過
程
で
︑
大
規

模
な
普
請
に
よ
っ
て
堺
の
富
は
放
出
さ
れ
︑
濠
の
埋
め
立
て
の
い
か
ん
に
よ
ら
ず
秀
吉
の

新
し
い
城
下
町
・
大
坂
の
発
展
に
伴
い
︑
堺
の
都
市
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
曖
昧
に
な
っ

て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
す
で
に
聚
楽
第
行
幸
の
頃
に
は
︑
堺
は
新
し
い
時
代
の
中
に
あ
っ

た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

︵
堺
市
博
物
館　
学
芸
員
︶

︹
参
考
文
献
︺

・ 
井
溪
明
﹁
聚
楽
第
行
幸
図
に
つ
い
て
︱
本
館
蔵
﹁
聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
﹂
の
紹
介
を
か
ね
て
︱
﹂・
辻
克
美
﹁
聚
楽
第

行
幸
図
に
描
か
れ
た
風
俗
︱
着
用
衣
装
を
中
心
に
︱
﹂﹃
館
報
﹄
第
八
号　
堺
市
博
物
館　
一
九
八
八
年

・ 

白
神
典
之
﹁
第
二
節　
環
濠
都
市
﹁
堺
﹂
の
濠
に
関
す
る
二・三
の
問
題
﹂﹃
堺
市
文
化
財
調
査
概
要
報
告　
第
六
冊
﹄　

堺
市
教
育
委
員
会　
一
九
九
〇
年

・ 

日
本
史
研
究
会
編
﹃
豊
臣
秀
吉
と
京
都
︱
聚
楽
第
・
御
土
居
と
伏
見
城
﹄
文
理
閣　
二
〇
〇
一
年

・ 

津
田
卓
子
﹁
探
幽
縮
図
に
み
る
聚
楽
第
行
幸
図
﹂﹃
変
革
の
と
き　
桃
山
﹄
特
別
展
﹁
変
革
の
と
き　
桃
山
﹂
実
行
委

員
会
・
名
古
屋
市
博
物
館
・
中
日
新
聞
社　
二
〇
一
〇
年

・ ﹁
御
所
参
内
・
聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
﹂
学
術
調
査
委
員
会
編
﹃﹁
御
所
参
内
・
聚
楽
第
行
幸
図
屏
風
﹂
学
術
調
査
報
告
書
﹄

上
越
市
教
育
委
員
会　
二
〇
一
二
年

・ 

山
本
雅
和
﹁
聚
楽
第
の
遺
跡
と
絵
画
資
料
﹂
仁
木
宏
編
﹃
日
本
古
代
・
中
世
都
市
論
﹄
吉
川
弘
文
館　
二
〇
一
六
年

・ 

大
澤
研
一
﹃
戦
国
・
織
豊
期
大
坂
の
都
市
史
的
研
究
﹄
思
文
閣
出
版　
二
〇
一
九
年

　
※
挿
図
1
～
8
の
写
真
は
︑
有
限
会
社
墨
仙
堂
に
よ
る
撮
影

挿図�9
堺市博物館蔵「聚楽第行幸図屏風」復元案
第１扇は「探幽縮図」（東京藝術大学蔵）、第４扇は「瑞泉寺縁起」(瑞泉寺蔵 ) の聚楽第の図を参考にした
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