
河
奸
泉
の
偉

第
十
代
河
野
覺
兵
衛
口
述
）

一
長
男
河
野
覺
太
郎
記
録

山
川
の
文
化
財
第
九
集



で
あ
る
。

だ
く
た
め
に
、

河
野
家
は
、
山
川
の
旧
家
で
、
代
々
貿
易
を
業
と
し
て
い
た
。
当
地
方
を
代
表
す
る

富
豪
で
あ
っ
た
が
、
幕
末
の
討
幕
運
動
御
用
金
調
達
の
た
め
に
、
そ
の
財
を
傾
け
た
。

河
野
家
関
係
資
料
は
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
一
日
の
米
軍
山
川
空
襲
に
よ
り
大
部
分

を
焼
失
し
、
こ
の
家
伝
（
昭
和
四
十
七
年
八
月
作
成
）
と
少
々
の
古
記
録
等
を
残
す
の

み
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
大
活
躍
し
た
こ
の
旧
家
の
歴
史
（
骨
子
）
を
広
く
町
民
に
知
っ
て
い
た

「河
野
家
の
家
伝
」
を
山
川
の
文
化
財
第
九
集
と
し
て
発
刊
す
る
も
の

発
刊
に
あ
た
っ
て



の
刺
繍
の
ち
り
紙
入
れ
で
銀
の
金
具
が
つ
い
て
い
た
。

島
津
侯
が
泊
っ
た
時
の
こ
と
が

と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
八
畳
敷
の
便
所
が
作
ら
れ
て
い
た
。

河
野
家
の
位
渥
よ
り
海
岸
に
至
る
道
で
あ
る
。

河
野
家
は
島
津
藩
の
貿
易
を
代
々
業
と
し
て
い
た
。
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
た
家
柄
で
あ
る
。
大
島
、
琉

船
の
数
は
十
三
艘
で
三
十
三
人
乗
り
の
い
わ
ゆ
る
三
十
三
反
帆
の
大
船
で
あ
っ
た
。

ふ
な
だ
ま

「
へ
た
」
道
の
十
枚
石
の
あ
た
り
の
崖
の
中
途
に
船
霊
様
を
祀
り
、
そ
こ
か
ら
出
船
、
入
船
を
眺
め
て

一
目
で
指
宿
の
沖
も
見
え
る
位
置
で
あ
る
。
船
霊
様
は
二
体
あ
り
安
永
六
年
十
月
、
二
代
の
創
建

大
阪
で
は
河
野
家
の
船
以
外
は
繋
が
せ
な
か
っ
た
一
画
が
あ
っ
て
、
そ
の
唄
が
あ
る
。

薩
摩
河
野
の
船
の
つ
な
ぎ
場
所

こ
こ
に
つ
な
ぐ
な

き
ん
て
い

船
の
名
前
は
今
帝
様
の
お
書
き
に
な
っ
た
観
音
丸
の
他
、
福
寿
丸
、
禎
祥
丸
等
で
そ
の
御
額
が
残
っ
て

い
た
が
、
他
の
十
艘
は
御
額
が
無
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、

当
時
の
屋
敷
は
現
在
の
魚
揚
場
よ
り
町
の
方
の
位
韻
に
あ
り
、
石
垣
は
鶴
丸
城
と
同
じ
で
あ
る
。

屋
敷
内
に
は
四
個
の
井
戸
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
敵
が
攻
め
て
き
た
時
、
水
さ
え
あ
れ
ば
持
ち
こ
た
え
ら

れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
屋
敷
の
四
方
に
道
が
つ
い
て
い
た
の
は
河
野
家
だ
け
で
あ
っ
た
。

お
く
ら
す
ぢ

黒
砂
糖
等
を
保
管
し
て
い
た
蔵
が
並
ん
で
い
た
通
り
を
御
蔵
筋
と
称
し
て
い
た
。
そ
の
通
り
は
現
在
の

本
事
務
所
は
鹿
児
島
市
東
千
石
町
に
あ
り
、
造
船
所
は
桜
島
の
白
浜
に
あ
っ
た
。
島
津
藩
主
が
泊
る
こ

大
守
様
御
光
越
の
事

と
し
て
記
録
に
残
っ
て
い
る
。
文
政
八
年
酉
十
月
吉
日
の
日
付
に
な
っ
て
い
る
。

河
野
家
は
伊
予
国
の
河
野
水
軍
の
出
で
あ
る
こ
と
は
系
図
に
明
ら
か
で
あ
る
。
瀬
戸
内
海
に
あ
る
大
三

島
神
社
は
河
野
水
軍
が
尊
崇
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
紋
所
は
折
敷
三
文
字
®
、
河
野
家
の
家
紋
は
©

で
、
分
家
す
る
時
、
河
野
水
軍
の
名
を
恥
か
し
め
な
い
男
子
に
紋
所
を
作
っ
て
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

島
津
侯
に
お
金
を
御
用
立
て
し
た
証
文
も
あ
っ
た
。
島
津
侯
が
お
泊
り
に
な
っ
た
と
き
の
謝
礼
は
金
銀

藩
主
が
泊
っ
た
と
き
、
九
代
が
幼
少
で
家
の
中
を
走
り
ま
わ
り
藩
主
の
部
屋
に
入
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た

が
、
そ
の
と
き
子
供
な
が
ら
に
あ
と
す
ざ
り
し
て
部
屋
を
出
た
由
、
九
代
の
母
が
感
心
し
て
語
っ
た
と
い

っ
た
。

い
づ
れ
も
高
貴
の
方
の
筆
に
よ
る
も
の
で
あ

に
よ
る
。

ヽ
こ
゜

し

~
t

球
そ
の
他
南
方
諸
国
を
相
手
と
し
、
大
阪
ま
で
船
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
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現
在
、
初
代
か
ら
約
三
百
年
続
い
て
い
る
。
初
代
が
亨
保
二
年
に
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
元
禄
の
頃

空
襲
で
焼
失
し
た
が
、
陣
笠
が
あ
っ
た
。
表
面
が
極
め
て
堅
く
刃
物
が
刃
こ
ぼ
れ
す
る
ぐ
ら
い
で
あ
っ

家
が
衰
え
た
と
き
、
恩
返
し
と
い
う
こ
と
で
現
在
の
福
元
区
の
公
民
館
の
所
の
土
地
と
家
を
無
償
で
提

供
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
山
川
町
の
恩
人
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

山
川
の
殿
様
と
云
わ
れ
た
ほ
ど
の
財
産
持
ち
で
指
宿
の
知
林
島
も
所
有
し
て
い
た
。
観
音
丸
が
屋
久
島

を
と
び
越
え
た
と
い
う
話
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
竜
巻
で
あ
ろ
う
。
観
音
丸
は
宮
崎
県
美
々
津
で
難

破
し
た
の
で
現
地
に
行
き
御
額
を
女
の
人
か
ら
貰
い
受
け
て
い
る
が
話
が
符
合
す
る
。

西
郷
南
州
翁
が
若
い
時
、
徳
之
島
等
に
流
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
も
河
野
家
の
船
で
あ
っ
た
。

岡
児
ケ
水
に
あ
る
前
田
利
右
衛
門
を
祀
る
徳
光
神
社
は
先
祖
が
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
田
利
右
衛

門
は
甘
藷
を
琉
球
よ
り
山
川
に
始
め
て
伝
え
た
児
ケ
水
の
人
で
あ
る
が
、
河
野
家
の
船
の
水
夫
で
、
俗
に

云
う
「
め
し
炊
き
」
で
あ
っ
た
。

船
が
琉
球
に
寄
港
し
た
際
、
食
料
調
達
の
た
め
上
陸
し
甘
藷
を
発
見
、
食
用
に
供
す
る
一
方
、
栽
培
す

べ
く
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
利
右
衛
門
の
墓
誌
は
七
代
覚
兵
衛
（
通
直
）
と
七
代
の
実
父
で
あ
る

ひ
ろ
か
ね

と
こ
ろ
の
佐
々
木
十
左
衛
門
廣
包
（
墓
誌
に
は
廣
謙
）
が
建
て
た
も
の
で
あ
る
。

山
り

家
の
船
印
は
乍5で
あ
っ
た
。

こt゚
 

か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
文
書
は
戦
後
、
紛
失
し
て
い
る
。

記
録
が
残
っ
て
い
た
が
、
山
川
に
飢
饉
が
あ
っ
た
と
き
、

領
収
印
は
左
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

゜

ニ
フ

せ
げ

一
人
宛
、
宮
古
粟
三
合
を
施
食
し
て
救
っ
た

椰
子
の
実
で
作
っ
た
今
で
い
う
コ
ッ
プ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
銀
の
金
具
が
つ
い
て
い
た
。
八
寸
鏡
が
あ

っ
た
。
そ
れ
に
松
竹
梅
と
か
鶴
亀
と
か
の
浮
彫
り
が
な
さ
れ
て
い
た
。
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