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西
行
終
焉
の
地
、
弘ひ

ろ

川
寺

か

わ

で

ら

は
河 

内
（
大
阪
府
）
に
あ
る
。
近
鉄
長 

野
線
の
富
田
林
駅
か
ら
２
時
間
に 

１
本
の
河
内
行
の
バ
ス
に
乗
り
、 

葛
城
山
の
麓
を
回
り
込
ん
で
終
点 

ま
で
行
く
。
市
街
地
を
過
ぎ
る
と 

乗

客

は

私

だ

け

に

な

っ

た

。 

 
弘
川
寺
を
訪
れ
た
の
は
２
月
中

旬
で
あ
る
。
バ
ス
停
か
ら
寺
は
近

く
の
は
ず
だ
が
、
人
に
会
わ
ず
少

し
不
安
に
な
っ
た
こ
ろ
、
立
派
な 

下
馬
石
と
風
格
の
あ
る
寺
の
構
え 

が
み
え
て
き
た
。
本
堂
の
脇
か
ら 

山
径
を
上
り
、
桜
山
に
登
っ
た
。

眼
下
に
富
田
林
の
街
並
み
が
広
が

る
。
さ
す
が
に
桜
は
咲
い
て
い
な

か
っ
た
が
、
桜
並
木
の
間
に
季
節 

外
れ
の
ピ
ン
ク
の
つ
つ
じ
が
ち
ら 

ほ
ら
と
か
わ
い
く
咲
い
て
お
り
、 

少

し

だ

け

春

を

感

じ

た

。 

西
行
墳
の
前
に
「
願
は
く
は
花

の
下
に
て
春
死
な
む
そ
の
き
さ
ら

ぎ
の
望
月
の
こ
ろ
」
の
歌
碑
が
あ

る
。
こ
れ
は
西
行
が
死
を
目
前
に 

 

し
て
歌
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、

自
分
の
死
を
こ
の
よ
う
に
希
求
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
。
西
行
の
入
寂

は
文
治
６
年
（
１
１
９
０
）
２
月

16
日

73
歳
で
あ
っ
た
。
西
行
は
こ

の
歌
ど
お
り
、
最
愛
の
桜
の
さ
か

り
に
満
月
の
下
で
釈
迦
の
涅
槃
に

従
う
よ
う
に
往
生
し
た
。
そ
の
最

期
は
、
慈
円
や
藤
原
俊
成
・
定
家

も
感
動
し
て
記
し
て
い
る
。
住
職

は
「
釈
迦
の
入
寂
と
は
１
日
違
い

で
し
た
な
あ
」
と
話
し
て
く
れ
た
。 

 

松
尾
芭
蕉
は
『
笈
の
小
文
』
序

文
で
「
西
行
の
和
歌
に
お
け
る
、

宗
祇
の
連
歌
に
お
け
る
、
雪
舟
の

絵
に
お
け
る
、
利
休
が
茶
に
お
け

る
、
そ
の
貫
道
す
る
も
の
は
一
な

り
」
と
す
る
。
さ
ら
に
『
奥
の
細

道
』
に
「
古
人
も
多
く
旅
に
死
せ

る
あ
り
」
と
あ
る
。
芭
蕉
は
西
行

な
ど
の
漂
泊
の
足
跡
を
追
い
、
西

行
を
自
分
の
文
学
の
源
泉
と
し
て

仰
ぎ
、
追
慕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

西
行
堂
の
脇
に
「
年
た
け
て
ま

た
越
ゆ
べ
し
と
思
ひ
き
や
命
な
り

け
り
小
夜
の
中
山
」
の
歌
碑
が
あ

る
。
西
行
の
二
度
目
の
み
ち
の
く

の
旅
は

69
歳
で
あ
っ
た
。

40
年
以

上
も
前
に
、
初
め
て
小
夜
の
中
山

を
越
え
た
日
の
こ
と
を
想
い
出
し

「
命
な
り
け
り
」
に
凝
結
し
た
の

だ
ろ
う
。
西
行
の
到
達
し
た
境
地

が
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
た
。 

 

西
行
の
墓
の
前
に
は
大
き
な
壺

が
二
つ
並
ん
で
い
る
。
住
職
は
時

期
に
な
る
と
桜
の
花
を
挿
す
と
言

っ
て
い
た
。
「
仏
に
は
桜
の
花
を

た
て
ま
つ
れ
わ
が
後
の
世
を
人
と

ぶ
ら
は
ば
」
西
行
は
こ
こ
で
も
願

望
を
果
た
し
て
い
る
。 

 

バ
ス
停
で
ゆ
っ
く
り
と
、
西
行

の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
待
っ
た
。

５
、
６
人
の
若
い
母
親
が
集
ま
っ

て
き
た
。
や
が
て
幼
稚
園
の
送
迎

バ
ス
が
着
き
、
子
ど
も
た
ち
が
元

気
よ
く
降
り
て
き
た
。
こ
ん
な
山

奥
の
里
に
も
こ
れ
だ
け
の
子
ど
も

た
ち
が
い
る
の
だ
、
と
思
う
と
明

る
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。
母
子
は

そ
れ
ぞ
れ
の
車
で
帰
っ
て
行
き
、

バ
ス
停
は
ま
た
独
り
に
な
っ
た
。 

 

（
編
集
委
員
） 
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平
成
24
年
10
月
中
旬
、
久
し
ぶ

り
に
生
ま
れ
故
郷
の
秋
田
へ
旅
行

し
て
、
隣
県
山
形
と
の
県
境
、
に

か
ほ
市
の
土
を
踏
ん
だ
。
小
学
３

年
生
か
ら
高
校
卒
業
迄
育
っ
た
土

地
で
あ
る
。 

南
に
そ
び
え
る
鳥
海
山
の
裾
野

に
連
な
る
仁
賀
保

に

か

ほ

高
原
に
は
、
風

力
発
電
の
羽
根
が
日
本
海
側
か
ら

吹
き
寄
せ
る
海
風
に
任
せ
て
、
勢

い
よ
く
回
っ
て
い
た
。 

 

育
っ
た
自
宅
に
近
い
平
沢

ひ
ら
さ
わ

漁
港

は
、
晩
秋
か
ら
ハ
タ
ハ
タ
漁
が
盛

ん
に
な
る
。
子
供
の
頃
、
大
漁
船

で
威
勢
よ
く
水
揚
げ
さ
れ
る
情
景

を
想
い
だ
し
た
。 

 

囲
い
の
中
に
山
と
積
ま
れ
た
ハ

タ
ハ
タ
を
、
そ
の
場
で
買
う
と
数

匹
で
た
っ
た
の
百
円
、
今
か
ら

65
年
以
上
昔
の
事
で
あ
る
。 

 

港
か
ら
す
ぐ
近
く
に
勤
労
青
少

年
ホ
ー
ム
が
あ
り
、
併
設
の
斎
藤

宇
一
郎
記
念
館
（
地
元
で
農
業
開

発
に
尽
力
し
た
名
主
・
私
の
本
家

跡
地
）
で
、
女
性
職
員
が
最
近
の

市
の
動
き
を
く
わ
し
く
話
し
て
く

れ
た
。 

 

大
手
電
子
工
業

T
D
K
の
発

祥
の
地
で
も
あ
る
に
か
ほ
市
は
、

数
年
前
か
ら
会
社
再
編
の
動
き
に

敏
感
に
な
り
、
町
並
は
静
か
な
雰

囲
気
で
あ
る
。 

 

親
戚
の
地
酒
屋
「
飛ひ

良ら

泉
い
ず
み

」
の

酒
蔵
を
後
に
、
又
舞
い
戻
っ
て
こ

の
土
地
に
住
み
た
い
気
持
ち
を
抑

え
、
羽
越
本
線
仁
賀
保
駅
へ
と
向

か
っ
た
。 

 
近
頃
、
何
か
と
便
利
な
筈
の
都

会
か
ら
逃
れ
、
田
舎
暮
ら
し
を
す

る
人
が
少
な
く
な
い
と
聞
く
が
、

私
も
一
瞬
頭
の
中
を
過
ぎ
っ
た
。 

 

毎
年

11
月
下
旬
に
東
京
に
て

「
に
か
ほ
市
ふ
る
さ
と
会
」
が
開

催
さ
れ
関
東
在
住
で
合
併
前
の
３

町
、
象
潟

き
さ
か
た

町
・
金
浦

こ
の
う
ら

町
・
仁
賀
保

町
出
身
者
と
の
再
会
を
楽
し
み
に

し
て
い
る
。 

｜
「
ふ
る
さ
と
」
っ
て
い
い
ね
｜ 

 

（

石

川 

斎
藤 

雄
） 

   

   

我
が
故
郷
出
雲
の
松
江
藩
（
十

八
万
石
）
の
御
姫
様
が
佐
倉
藩
主

の
奥
方
で
あ
っ
た
と
聞
き
、
か
ね

が
ね
ど
ん
な
人
か
知
り
た
い
と
思

っ
て
い
た
。
ふ
と
手
に
し
た
本

（
『
埋
火
』
秋
本
喜
久
子
著
）
が

こ
の
疑
問
に
答
え
て
く
れ
た
。 

文
政
３
年
、
出
雲
松
江
藩
七
代

藩
主
松
平
不
昧
公
の
娘
、
幾き

千
子

ち

こ

姫
は
後
堀
田
第
四
代
藩
主
、
堀
田

正
愛

ま
さ
ち
か

の
継
室
と
な
っ
た
。
正
愛
は

癇
癪
持
ち
で
夫
婦
中
は
良
く
な
か

っ
た
が
、
お
世
継
ぎ
を
残
さ
な
い

ま
ま
早
逝
し
た
。
わ
ず
か

20
歳

で
寡
婦
と
な
り
謙
映
院
と
号
し
た

幾
千
子
姫
は
、
印
旛
沼
の
水
辺
の

鄙
び
た
村
の
風
景
が
宍
道
湖
の
水

辺
の
村
と
似
て
い
る
と
感
じ
て
い

た
よ
う
だ
。 

五
代
藩
主
に
は
正
愛
の
大
叔
父

で
前
藩
主
正
時
の
次
男
正
篤

ま
さ
ひ
ろ

（
の

ち
に
正
睦

ま
さ
よ
し

に
改
名
）
が
正
愛
の
養

子
と
な
り
就
任
し
た
。
た
っ
た
５

歳
年
下
の
正
篤
の
義
母
に
な
っ
た

謙
映
院
は
、
ほ
の
か
な
慕
情
を
抱

き
な
が
ら
正
篤
を
出
世
さ
せ
る
た

め
の
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。

実
家
の
松
平
家
か
ら
の
資
金
援
助

や
精
神
的
な
支
援
で
正
篤
を
支
え

た
謙
映
院
は
、
正
篤
が
本
丸
老
中

職
に
出
世
す
る
陰
の
大
功
労
者
で

あ
っ
た
。 

話
は
そ
れ
る
が
、
堀
田
家
の
分

家
下
野
佐
野
藩
主
で
謙
映
院
の
叔

父
に
あ
た
る
堀
田
正
敦

ま
さ
あ
つ

は
、
西
洋

の
事
情
や
学
問
を
正
篤
と
謙
映
院

に
教
え
た
。
こ
の
こ
と
が
後
に
正

篤
の
蘭
学
奨
励
に
繋
が
っ
た
の
は

確
か
な
よ
う
だ
。 

謙
映
院
は

59

歳
で
故
郷
出
雲

を
思
い
つ
つ
静
か
に
そ
の
目
を
閉

じ
た
と
あ
る
。
謙
映
院
の
父
不
昧 

公
は
佐
倉
ゆ
か
り
の
雷
電
の
お
抱

え
藩
主
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
出
雲
と
佐
倉
の
繋
が
り
を
輝
か

せ
た
謙
映
院
様
に
私
は
感
動
し
た
。 

甚
大
寺
の
堀
田
家
の
墓
所
に
松

平
家
の
紋
章
の
入
っ
た
謙
映
院
の

墓
と
筆
塚
が
あ
り
、
幾
千
子
の
句 

灰
が
ち
に 

埋
火
な
り
ぬ 

鶏 

の
こ
え 

 

が
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
。
私
は
墓

前
に
花
を
手
向
け
て
合
掌
し
た
。 

 

（
上
志
津 

富
田 

栄
） 

出
雲
と
佐
倉 

 

「
ふ
る
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と
」
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て
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庭
の
落
葉
を
掃
い
て
、
ゴ
ミ
袋

に
入
れ
よ
う
と
塵
取
り
を
取
り
に

行
く
と
、
塵
取
り
の
柄
に

15
㌢

も
あ
る
大
き
な
蟷
螂
が
へ
ば
り
つ

い
て
い
た
。
蛇
と
蟷
螂
は
大
嫌
い

な
私
は
「
あ
っ
」
と
言
っ
て
、
の

け
ぞ
っ
て
し
ま
っ
て
、
驚
い
て
家

の
中
に
逃
げ
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。 

 
 

２
、
３
日
た
っ
て
雨
に
濡
れ
た

落
葉
は
片
づ
け
な
け
れ
ば
と
思
い
、

も
う
あ
の
蟷
螂
は
い
な
い
だ
ろ
う

と
庭
に
出
て
み
る
と
、
な
ん
と
塵

取
り
の
柄
に
前
の
姿
の
ま
ま
で
い

る
で
は
な
い
か
。
前
に
見
た
時
は

少
し
足
が
動
い
て
い
た
が
、
今
日

の
彼
？
は
死
ん
で
い
る
よ
う
だ
っ

た
。
蟷
螂
の
雄
は
雌
に
食
わ
れ
て

し
ま
う
と
聞
い
て
い
た
が
、
晩
秋

の
今
ま
で
生
き
て
い
た
の
だ
か
ら
、

き
っ
と
強
い
雌
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

そ
う
言
え
ば
腹
の
ま
わ
り
が
少
し

ふ
く
ら
ん
で
い
た
よ
う
な
気
が
す

る
。
雌
だ
と
し
た
ら
卵
を
生
ま
な

い
う
ち
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
、
子

孫
を
残
す
こ
と
も
出
来
ず
、
蟷
螂

に
し
て
み
れ
ば
残
念
に
思
っ
た
だ

ろ
う
な
あ
と
、
大
嫌
い
な
蟷
螂
が

可
哀
想
に
な
っ
た
。 

そ
れ
か
ら
毎
日
ど
う
し
て
い
る

か
と
気
に
な
っ
て
見
に
行
く
が
、

日
毎
に
緑
の
か
ら
だ
も
色
あ
せ
て
、

頭
を
下
に
さ
げ
て
は
い
る
が
、
で

も
し
っ
か
り
と
張
り
つ
い
て
い
た
。

蟷
螂
大
き
ら
い
な
人
を
こ
わ
が
ら

せ
た
彼
女
も
力
尽
き
た
の
か
、
鳥

に
で
も
食
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
、

10
日
余
り
経
っ
た
日
、
影
も
形

も
な
く
な
っ
て
い
た
。 

  
 
（
稲
荷
台 

林 

久
子
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我
が
家
の
柿
は
消
毒
し
な
い
。

隣
家
の
台
所
近
く
に
植
え
て
あ
り

消
毒
す
る
気
に
な
れ
な
い
。
今
年

は
病
害
虫
の
為
か
、
色
づ
い
た
後

に
大
部
分
が
落
下
し
た
。
残
っ
た

の
は
た
っ
た
の
９
個
。
表
面
に
す

れ
傷
が
あ
る
せ
い
か
、
家
族
は
誰

も
食
べ
よ
う
と
し
な
い
。
自
然
の

恵
み
に
感
謝
し
、
夫
と
毎
日
朝
食

に
い
た
だ
い
た
。
美
味
し
か
っ
た
。 

さ
て
、
今
年
は
柿
の
生
り
年
ら

し
い
。
例
年
に
比
べ
て
安
い
。
ス

ー
パ
ー
に
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る

の
を
見
て
、
父
の
こ
と
を
思
い
出

し
た
。
横
浜
に
住
ん
で
い
た
40
年

位
前
の
或
る
秋
の
日
の
こ
と
、
父

の
筆
跡
で
柿
が
届
い
た
。
み
か
ん

産
地
の
故
郷
か
ら
毎
年
暮
れ
に
送

っ
て
貰
う
の
は
み
か
ん
だ
っ
た
か

ら
意
外
で
驚
い
た
。
ダ
ン
ボ
ー
ル

に
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
た
柿
。
当
時

幼
か
っ
た
二
人
の
娘
も
大
好
物
だ
。

父
の
気
持
が
あ
り
が
た
く
て
胸
が

じ
ー
ん
と
し
た
。 

そ
れ
か
ら
ど
の
位
経
っ
た
か
詳

し
い
こ
と
は
忘
れ
た
が
、
暫
く
し

て
又
柿
が
届
い
た
。
近
況
報
告
の

手
紙
に
柿
が
美
味
し
か
っ
た
こ
と

を
書
き
添
え
た
か
ら
だ
ろ
う
か
と
、

高
齢
の
父
に
か
え
っ
て
申
し
訳
な

い
こ
と
を
し
た
と
心
が
痛
ん
だ
が
、

嬉
し
か
っ
た
。
い
ず
れ
も
大
き
く

て
つ
や
つ
や
の
見
事
な
物
だ
っ
た
。

あ
ん
な
に
柿
を
堪
能
し
た
こ
と
は

な
い
。
だ
が
、
三
度
目
の
柿
は
来

な
か
っ
た
。 

自
分
が
年
を
重
ね
る
に
つ
れ
、

父
と
母
を
思
う
。
旅
行
に
連
れ
て

行
っ
て
あ
げ
た
か
っ
た
。
「
生
ん

で
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
言
い

た
か
っ
た
。
亡
く
な
っ
て
か
ら
で

は
お
そ
い
の
だ
。 

出
来
な
か
っ
た
両
親
へ
の
恩
返

し
を
家
族
に
し
た
い
。
と
言
っ
て

も
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
「
あ

な
た
が
い
る
か
ら
幸
せ
よ
」
「
生

ま
れ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」 

こ
れ
が
私
の
言
い
た
い
こ
と
だ
。

ち
ょ
っ
と
照
れ
臭
い
が
。 

  
 

（
白
銀 

都
築 

洋
子
） 

  

蟷
螂

か
ま
き
り

の
死 

父
と
柿 



－４－ 

 

「
あ
と
が
き
」
と
い
え
る
か
ど

う
か
？ 

心
の
支
え
が
何
か
、
宗

教
に
み
て
み
る
。
世
界
宗
教
の
最

も
大
切
な
言
葉
を
み
る
と
、 

 

ユ
ダ
ヤ
教
―
正
義 

 

イ
ス
ラ
ム
教
―
戒
律
、
規
則 

 

キ
リ
ス
ト
教
―
愛
（
許
す
） 

 
仏
教
―
慈
悲
、
智
恵 

 
儒
教
―
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信 

日
本
人
が
好
む
言
葉
が
沢
山
入
っ

て
お
り
日
本
人
に
宗
教
心
が
無
い

と
は
い
え
な
い
。
一
方
、
札
幌
農

学
校
の
ク
ラ
ー
ク
博
士
の
言
葉
を

再
度
み
る
。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 
 

佐
倉
学
と
し
て
印
旛
沼
を
学
ぶ

こ
と
は
楽
し
い
こ
と
で
あ
る
。 

そ
の
昔
、
40
年
ほ
ど
前
、
印
旛

沼
の
公
害
問
題
の
研
究
会
に
所
属

し
て
い
た
頃
、
東
京
神
田
の
古
書

店
で
『
印
旛
沼
開
発
工
事
誌
』
が

２
万
５
千
円
で
売
っ
て
い
た
。
当

時
は
給
料
も
安
く
、
財
布
の
中
は

軽
か
っ
た
。
し
か
し
店
の
主
人
に

予
約
し
、
急
い
で
佐
倉
の
自
宅
に

帰
っ
て
お
金
を
用
意
、
夕
方
や
っ

と
古
書
店
に
戻
っ
て
そ
の
本
を
手

に
入
れ
た
。
だ
が
今
は
ネ
ッ
ト
で

簡
単
に
、
し
か
も
数
千
円
で
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
当
時
『
印
旛
沼
開
発
史
』

を
執
筆
中
の
栗
原
東
洋
先
生
宅
を

数
度
訪
問
。
ご
自
宅
（
物
井
庵
）

は
鹿
島
川
を
見
下
ろ
す
物
井
の
高

台
に
あ
っ
た
。
先
生
は
囲
炉
裏
を

前
に
熱
心
に
語
ら
れ
、
我
々
メ
ン

バ
ー
も
夜
遅
く
ま
で
拝
聴
し
た
。 

現
在
も
印
旛
沼
は
多
く
の
課
題

を
抱
え
、
我
々
に
投
げ
か
け
て
い

る
。 

（
西
崎 

正
夫
） 

 

少
年
よ
大
志
を
抱
け 

 

金
の
為
の
大
志
で
な
く 

 

利
己
的
な
欲
望
を
満
た
す
大
志

で
な
く 

 
 

は
か
な
く
消
え
る
名
声
を
求
め

る
大
志
で
な
く
、
人
間
と
し
て

あ
る
べ
き
す
べ
て
も
の
を
求
め

る
大
志
を
抱
き
た
ま
え 

キ
リ
ス
ト
と
日
本
の
た
め
に 

人
は
何
の
為
に
生
き
る
か
と
い
う

面
も
あ
わ
せ
、「
あ
と
が
き
」
に
か

え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。 

（
太
田 

誠
一
） 

3 月の黒板 
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