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今
回
、
有
馬
氏
に
つ
い
て
、
少
し

紹
介
し
ま
す
。

　

有
馬
晴
信
は
日
本
が
統
一
さ
れ
よ

う
と
し
た
１
５
６
７
年
か
ら
１
６
１

２
年
ま
で
に
活
躍
し
た
戦
国
大
名
で

す
が
、
こ
れ
よ
り
少
し
さ
か
の
ぼ
っ

た
１
５
４
０
年
代
、
日
本
に
鉄
砲
や

キ
リ
ス
ト
教
が
伝
え
ら
れ
た
こ
ろ
に

有
馬
家
は
全
盛
を
迎
え
ま
す
。
晴
信

の
祖
父
に
あ
た
る
有
馬
晴
純
の
時
代

で
す
。
晴
純
の
『
晴
』
は
、
と
き
の

将
軍
足
利
義
晴
よ
り
い
た
だ
い
た
も

の
で
す
。
こ
の
こ
ろ
の
有
馬
氏
は
、

島
原
半
島
を
は
じ
め
現
在
の
佐
賀
県

の
有
明
海
沿
い
な
ど
、
６
郡
21
万
石

と
肥
前
の
ほ
と
ん
ど
を
領
有
し
て
い

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
有
馬
氏
の
拠

点
で
あ
っ
た
島
原
半
島
は
４
万
石
で

す
か
ら
、
い
か
に
巨
大
な
勢
力
を
維

持
し
て
い
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
晴
信
の
時
代
に
な
る
と

佐
賀
の
龍
造
寺
と
い
う
戦
国
大
名
が

勢
力
を
強
め
、
有
馬
氏
の
領
地
は
現

在
の
南
島
原
市
ほ
ど
に
減
少
し
、
ぎ

り
ぎ
り
の
立
場
に
置
か
れ
て
し
ま
い

ま
す
。

　

当
時
の
武
将
は
、
今
で
言
う
と
行

政
マ
ン
で
あ
り
、
晴
信
は
地
方
行
政

の
ト
ッ
プ
で
し
た
。
領
土
を
守
る
た

め
晴
信
は
、
数
々
の
経
済
活
性
化
策

を
打
ち
出
し
て
い
き
ま
す
。

　

南
蛮
貿
易
の
再
開
で
す
。
そ
の
当

時
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
イ
エ
ズ
ス

会
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
を
広
め
る
た

め
の
集
団
が
日
本
を
訪
れ
て
い
ま
し

た
。
た
だ
し
、
南
蛮
貿
易
を
推
進
す

る
た
め
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教

す
る
宣
教
師
が
権
限
を
持
っ
て
い
た

た
め
、
領
内
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
布

教
を
認
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
日
本
に
や
っ
て
き
た
宣
教
師

の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
バ
リ
ニ
ャ
ー
ノ

は
、
戦
国
大
名
の
意
図
は
見
抜
い
て

い
ま
し
た
か
ら
、
南
蛮
貿
易
に
よ
る

有
馬
領
の
地
域
活
性
化
と
、
財
政
支

援
を
約
束
す
る
代
わ
り
に
キ
リ
ス
ト

教
を
有
馬
領
に
広
め
る
こ
と
を
晴
信

に
要
求
し
ま
し
た
。
宣
教
師
た
ち
も

不
安
定
な
日
本
の
状
況
を
考
え
る
と
、

キ
リ
ス
ト
教
の
拠
点
を
作
る
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。

　

晴
信
は
領
内
の
経
済
を
潤
す
こ
と
、

イ
エ
ズ
ス
会
の
協
力
に
よ
っ
て
龍
造

寺
氏
を
打
ち
破
る
こ
と
を
目
的
に
キ

リ
ス
ト
教
布
教
を
認
め
ま
す
。
そ
し

て
、
有
馬
の
外
港
で
あ
る
口
之
津
港

に
再
度
、
南
蛮
船
が
や
っ
て
く
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
最
終
的
に
龍
造
寺

氏
を
破
っ
た
晴
信
は
、
こ
の
時
期
に

日
本
で
初
め
て
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
学

校
「
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
」
を
日
野
江
の
城

下
町
に
誘
致
し
ま
す
。
こ
こ
で
学
ん

だ
少
年
た
ち
の
代
表
が
天
正
遣
欧
少

年
使
節
と
し
て
ロ
ー
マ
へ
派
遣
さ
れ

ま
す
。

　

宣
教
師
が
書
き
送
っ
た
報
告
書
を

見
る
と
、有
馬
領
に
は「
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
」

「
コ
レ
ジ
ヨ
」
が
置
か
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
進
ん
だ
文
化
が
続
々
と
伝
来
し

て
い
ま
す
。
日
本
で
最
も
豪
華
な
教

会
の
建
設
や
、
日
野
江
の
城
下
町
を

通
る
キ
リ
シ
タ
ン
行
列
の
様
子
な
ど

が
、
事
細
か
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。

　

４
０
０
年
前
の
有
馬
領
の
こ
と
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
く
と
よ
く
わ
か
る

と
い
う
、
日
本
の
中
で
も
変
わ
っ
た

地
域
が
現
在
の
南
島
原
な
の
で
す
。

　

当
時
、
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
た
ち

は
地
球
が
丸
い
こ
と
を
知
ら
な
か
っ

た
時
代
。
海
外
に
目
を
向
け
、
有
馬

の
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
誘
致
、
天
正
遣
欧
少

年
使
節
派
遣
、
南
蛮
船
・
朱
印
船
貿

易
な
ど
、
日
本
史
上
、
記
録
に
残
る

数
々
の
偉
業
は
、
一
人
の
地
域
リ
ー

ダ
ー
の
存
在
無
く
し
て
生
ま
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

今
年
で
没
後
４
０
０
年
を
迎
え
る

今
、
有
馬
晴
信
が
再
評
価
さ
れ
る
時

期
に
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
平
成
23
年
10
月
か
ら
半
年
間
、
宮
城
県

南
三
陸
町
役
場
に
派
遣
さ
れ
、
震
災
復
興
推
進
課

お
よ
び
復
興
企
画
課
で
勤
務
し
て
き
ま
し
た
。

　

津
波
に
よ
り
南
三
陸
町
は
、
千
人
近
い
人
的
被

害
（
死
亡
・
行
方
不
明
）、
全
世
帯
の
住
宅
の
３
分

の
２
が
全
半
壊
の
ほ
か
、
数
々
の
大
き
な
被
害
を

受
け
ま
し
た
。
文
字
ど
お
り
壊
滅
状
態
で
す
。

　

さ
て
、
私
は
派
遣
で
主
に
南
三
陸
町
復
興
計
画

の
策
定
お
よ
び
国
か
ら
交
付
さ
れ
る
復
興
交
付
金

を
受
け
る
た
め
の
各
種
計
画
書
や
申
請
書
の
作
成

を
担
当
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
の
南
三
陸
町
の
復
興
計
画
の
基
本
と

な
る
考
え
方
は
、「
高
台
移
転
」
で
す
。
歴
史
上
、

何
度
も
津
波
の
被
害
を
受
け
て
き
た
南
三
陸
町
は
、

津
波
か
ら
町
を
防
潮
堤
で
「
守
る
」、
そ
れ
で
も
津

波
が
超
え
て
き
た
場
合
は
、
高
台
へ
「
逃
げ
る
」

と
い
う
形
で
津
波
対
策
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。　

　

し
か
し
、今
後
は
、こ
れ
ま
で
の
「
守
る
」
と
「
逃

げ
る
」
に
加
え
て
、
住
ま
い
を
「
高
台
に
移
転
し
」、

「
一
人
の
人
命
も
失
わ
な
い
」
と
い
う
姿
勢
を
基
本

に
置
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
町
を
復
興
さ
せ
る
た
め
に
は
、
現
地

復
旧
の
方
が
安
く
、
そ
し
て
早
く
済
み
ま
す
。
一
方
、

高
台
移
転
は
、
手
続
き
や
工
事
に
時
間
が
か
か
り
、

多
く
の
費
用
が
生
じ
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

計
画
策
定
会
議
や
町
民
会
議
で
も
高
台
移
転
が
多

く
の
委
員
に
支
持
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ

だ
け
今
回
の
津
波
が
と
て
つ
も
な
く
巨
大
で
、
関

係
者
や
住
民
の
皆
さ
ん
に
恐
怖
と
深
い
傷
を
与
え

た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
復
興
計
画
に

書
か
れ
た
各
種
事
業
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
状
況

次
第
で
変
更
さ
れ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

こ
の
高
台
移
転
と
い
う
基
本
姿
勢
だ
け
は
揺
る
が

な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

南
三
陸
町
の
役
場
は
津
波
に
よ
り
流
さ
れ
、
高

台
に
あ
る
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
上
に
コ
ン
テ
ナ
ハ
ウ

ス
を
建
て
、
そ
こ
を
仮
設
庁
舎
と
し
て
業
務
が
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
職
場
環
境
は
お
世
辞
に
も
快

適
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
コ
ン
テ
ナ
ハ
ウ
ス
な
の
で

夏
は
暑
く
、
冬
は
寒
い
。
１
〜
２
月
ご
ろ
の
朝
方

の
室
内
の
気
温
が
零
度
を
下
回
る
こ
と
も
た
び
た

び
。
室
内
も
狭
く
、
書
類
を
保
管
す
る
場
所
は
な
い
。

ま
た
、
電
気
は
通
っ
て
い
ま
し
た
が
水
道
が
な
く
、

ト
イ
レ
は
仮
設
。
正
直
、
か
な
り
不
便
で
し
た
。

で
す
が
、
南
三
陸
町
の
職
員
の
皆
さ
ん
は
、
自
身

も
津
波
の
被
害
者
で
あ
り
、
家
や
財
産
を
失
い
、

ま
た
、
家
族
や
親
族
を
亡
く
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
町
の
復
興
の
た
め
、
環
境
が
悪
い
中

で
も
不
満
も
言
わ
ず
、
一
生
懸
命
仕
事
に
励
ん
で

い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、私
た
ち
派
遣
職
員
は
皆
、常
々
、

地
元
の
職
員
以
上
に
頑
張
っ
て
仕
事
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
感
じ
つ
つ
日
々
を
過

ご
し
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
復
興
へ
の
取
り
組
み
は
思
っ
た
よ
う

に
は
進
ん
で
は
い
き
ま
せ
ん
。
事
業
を
進
め
て
い

こ
う
と
し
て
も
、
そ
の
お
金
が
あ
り
ま
せ
ん
。
震

災
前
の
町
の
年
間
の
予
算
は
80
数
億
で
し
た
が
、

今
後
、
南
三
陸
町
が
復
興
す
る
た
め
に
は
、
10
年

間
で
約
３
千
億
円
が
必
要
だ
と
試
算
さ
れ
て
い
ま

す
。
23
年
末
に
よ
う
や
く
国
の
予
算
が
成
立
し
、

高
台
移
転
な
ど
の
復
興
事
業
に
つ
い
て
は
見
通
し

が
た
ち
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
復
興
は
、
そ
れ
だ

け
の
事
業
で
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
国
や
県
の
補

助
の
対
象
と
な
ら
な
い
取
り
組
み
も
必
要
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
予
算
が
確
保
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
普
通
の
市
や
町
で
簡
単
に
で
き
る
こ
と

で
も
、
被
災
地
で
は
簡
単
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
被

災
前
と
被
災
後
で
は
、
全
て
の
状
況
が
変
化
し
、

過
去
の
書
類
や
デ
ー
タ
も
流
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
。
一
つ
ひ
と
つ
の
手
続
き
に
、
多
く
の
手
間

や
労
力
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
今
年
度
か
ら
、
復

興
事
業
が
本
格
化
し
て
い
き
ま
す
。
南
三
陸
町
の

佐
藤
町
長
は
、24
年
度
を「
復
興
元
年
」と
位
置
付
け
、

高
台
移
転
事
業
を
始
め
と
す
る
、
復
興
事
業
を
加

速
化
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
今
後
、
さ
ら

に
人
的
な
支
援
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
私
が
、
南

三
陸
町
に
い
た
間
は
、
各
県
・
市
か
ら
の
長
期
派

遣
者
が
15
人
ほ
ど
い
ま
し
た
。
４
月
か
ら
は
15
人

に
加
え
、
25
人
の
派
遣
職
員
を
確
保
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
支
援
者
で
は
、
ま
だ
ま
だ

足
り
な
い
状
況
だ
と
言
え
ま
す
。

　

た
だ
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
南
三
陸

町
は
復
興
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。
私
が
い
た
半
年

間
で
も
、
散
乱
し
て
い
た
が
れ
き
が
数
カ
所
に
ま

と
め
ら
れ
、
中
心
部
の
道
路
に
信
号
が
設
置
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
道
沿
い
に
は
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
コ
イ
ラ
ン
ド
リ
ー
、
ガ
ソ
リ

ン
ス
タ
ン
ド
が
オ
ー
プ
ン
し
、
３
月
に
は
市
街
地

に
「
南
三
陸
町
さ
ん
さ
ん
商
店
街
」
が
で
き
、
に

ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
ま
す
。
南
三
陸
町
仮
設
庁
舎

も
完
成
し
ま
し
た
。
集
落
の
高
台
移
転
に
つ
い
て
も
、

住
民
の
合
意
形
成
が
図
ら
れ
、
用
地
買
収
に
入
ろ

う
と
す
る
集
落
も
で
て
き
ま
し
た
。
主
な
産
業
で

あ
る
水
産
業
に
つ
い
て
も
、
漁
港
の
復
旧
整
備
計

画
が
明
ら
か
に
な
り
、
漁
業
の
本
格
的
な
再
開
に

見
通
し
が
立
ち
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
、
町
内

の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
、
復
興
へ
の
兆
し
が
見
え

て
き
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
南
三
陸
町
は
、
復
興
に
向
け
た
取
り
組

み
を
本
格
的
に
開
始
し
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
の

道
の
り
は
非
常
に
険
し
い
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
町
の
人
た
ち
は
、
東
北
人
特
有
の
粘
り

強
さ
を
持
っ
て
、
復
興
を
成
し
遂
げ
る
と
思
い
ま
す
。

私
は
そ
の
成
り
行
き
を
見
守
り
、
そ
し
て
個
人
的

に
支
援
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
平
成
23
年
10
月
か
ら
半
年
間
、
宮
城
県

南
三
陸
町
役
場
に
派
遣
さ
れ
、
震
災
復
興
推
進
課

お
よ
び
復
興
企
画
課
で
勤
務
し
て
き
ま
し
た
。

　

津
波
に
よ
り
南
三
陸
町
は
、
千
人
近
い
人
的
被

害
（
死
亡
・
行
方
不
明
）、
全
世
帯
の
住
宅
の
３
分

の
２
が
全
半
壊
の
ほ
か
、
数
々
の
大
き
な
被
害
を

受
け
ま
し
た
。
文
字
ど
お
り
壊
滅
状
態
で
す
。

　

さ
て
、
私
は
派
遣
で
主
に
南
三
陸
町
復
興
計
画

の
策
定
お
よ
び
国
か
ら
交
付
さ
れ
る
復
興
交
付
金

を
受
け
る
た
め
の
各
種
計
画
書
や
申
請
書
の
作
成

を
担
当
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
の
南
三
陸
町
の
復
興
計
画
の
基
本
と

な
る
考
え
方
は
、「
高
台
移
転
」
で
す
。
歴
史
上
、

何
度
も
津
波
の
被
害
を
受
け
て
き
た
南
三
陸
町
は
、

津
波
か
ら
町
を
防
潮
堤
で
「
守
る
」、
そ
れ
で
も
津

波
が
超
え
て
き
た
場
合
は
、
高
台
へ
「
逃
げ
る
」

と
い
う
形
で
津
波
対
策
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。　

　

し
か
し
、今
後
は
、こ
れ
ま
で
の
「
守
る
」
と
「
逃

げ
る
」
に
加
え
て
、
住
ま
い
を
「
高
台
に
移
転
し
」、

「
一
人
の
人
命
も
失
わ
な
い
」
と
い
う
姿
勢
を
基
本

に
置
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
町
を
復
興
さ
せ
る
た
め
に
は
、
現
地

復
旧
の
方
が
安
く
、
そ
し
て
早
く
済
み
ま
す
。
一
方
、

高
台
移
転
は
、
手
続
き
や
工
事
に
時
間
が
か
か
り
、

多
く
の
費
用
が
生
じ
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

計
画
策
定
会
議
や
町
民
会
議
で
も
高
台
移
転
が
多

く
の
委
員
に
支
持
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ

だ
け
今
回
の
津
波
が
と
て
つ
も
な
く
巨
大
で
、
関

係
者
や
住
民
の
皆
さ
ん
に
恐
怖
と
深
い
傷
を
与
え

た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
復
興
計
画
に

書
か
れ
た
各
種
事
業
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
状
況

次
第
で
変
更
さ
れ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

こ
の
高
台
移
転
と
い
う
基
本
姿
勢
だ
け
は
揺
る
が

な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

南
三
陸
町
の
役
場
は
津
波
に
よ
り
流
さ
れ
、
高

台
に
あ
る
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
上
に
コ
ン
テ
ナ
ハ
ウ

ス
を
建
て
、
そ
こ
を
仮
設
庁
舎
と
し
て
業
務
が
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
職
場
環
境
は
お
世
辞
に
も
快

適
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
コ
ン
テ
ナ
ハ
ウ
ス
な
の
で

夏
は
暑
く
、
冬
は
寒
い
。
１
〜
２
月
ご
ろ
の
朝
方

の
室
内
の
気
温
が
零
度
を
下
回
る
こ
と
も
た
び
た

び
。
室
内
も
狭
く
、
書
類
を
保
管
す
る
場
所
は
な
い
。

ま
た
、
電
気
は
通
っ
て
い
ま
し
た
が
水
道
が
な
く
、

ト
イ
レ
は
仮
設
。
正
直
、
か
な
り
不
便
で
し
た
。

で
す
が
、
南
三
陸
町
の
職
員
の
皆
さ
ん
は
、
自
身

も
津
波
の
被
害
者
で
あ
り
、
家
や
財
産
を
失
い
、

ま
た
、
家
族
や
親
族
を
亡
く
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
町
の
復
興
の
た
め
、
環
境
が
悪
い
中

で
も
不
満
も
言
わ
ず
、
一
生
懸
命
仕
事
に
励
ん
で

い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、私
た
ち
派
遣
職
員
は
皆
、常
々
、

地
元
の
職
員
以
上
に
頑
張
っ
て
仕
事
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
感
じ
つ
つ
日
々
を
過

ご
し
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
復
興
へ
の
取
り
組
み
は
思
っ
た
よ
う

に
は
進
ん
で
は
い
き
ま
せ
ん
。
事
業
を
進
め
て
い

こ
う
と
し
て
も
、
そ
の
お
金
が
あ
り
ま
せ
ん
。
震

災
前
の
町
の
年
間
の
予
算
は
80
数
億
で
し
た
が
、

今
後
、
南
三
陸
町
が
復
興
す
る
た
め
に
は
、
10
年

間
で
約
３
千
億
円
が
必
要
だ
と
試
算
さ
れ
て
い
ま

す
。
23
年
末
に
よ
う
や
く
国
の
予
算
が
成
立
し
、

高
台
移
転
な
ど
の
復
興
事
業
に
つ
い
て
は
見
通
し

が
た
ち
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
復
興
は
、
そ
れ
だ

け
の
事
業
で
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
国
や
県
の
補

助
の
対
象
と
な
ら
な
い
取
り
組
み
も
必
要
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
予
算
が
確
保
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
普
通
の
市
や
町
で
簡
単
に
で
き
る
こ
と

で
も
、
被
災
地
で
は
簡
単
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
被

災
前
と
被
災
後
で
は
、
全
て
の
状
況
が
変
化
し
、

過
去
の
書
類
や
デ
ー
タ
も
流
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
。
一
つ
ひ
と
つ
の
手
続
き
に
、
多
く
の
手
間

や
労
力
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
今
年
度
か
ら
、
復

興
事
業
が
本
格
化
し
て
い
き
ま
す
。
南
三
陸
町
の

佐
藤
町
長
は
、24
年
度
を「
復
興
元
年
」と
位
置
付
け
、

高
台
移
転
事
業
を
始
め
と
す
る
、
復
興
事
業
を
加

速
化
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
今
後
、
さ
ら

に
人
的
な
支
援
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
私
が
、
南

三
陸
町
に
い
た
間
は
、
各
県
・
市
か
ら
の
長
期
派

遣
者
が
15
人
ほ
ど
い
ま
し
た
。
４
月
か
ら
は
15
人

に
加
え
、
25
人
の
派
遣
職
員
を
確
保
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
支
援
者
で
は
、
ま
だ
ま
だ

足
り
な
い
状
況
だ
と
言
え
ま
す
。

　

た
だ
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
南
三
陸

町
は
復
興
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。
私
が
い
た
半
年

間
で
も
、
散
乱
し
て
い
た
が
れ
き
が
数
カ
所
に
ま

と
め
ら
れ
、
中
心
部
の
道
路
に
信
号
が
設
置
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
道
沿
い
に
は
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
コ
イ
ラ
ン
ド
リ
ー
、
ガ
ソ
リ

ン
ス
タ
ン
ド
が
オ
ー
プ
ン
し
、
３
月
に
は
市
街
地

に
「
南
三
陸
町
さ
ん
さ
ん
商
店
街
」
が
で
き
、
に

ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
ま
す
。
南
三
陸
町
仮
設
庁
舎

も
完
成
し
ま
し
た
。
集
落
の
高
台
移
転
に
つ
い
て
も
、

住
民
の
合
意
形
成
が
図
ら
れ
、
用
地
買
収
に
入
ろ

う
と
す
る
集
落
も
で
て
き
ま
し
た
。
主
な
産
業
で

あ
る
水
産
業
に
つ
い
て
も
、
漁
港
の
復
旧
整
備
計

画
が
明
ら
か
に
な
り
、
漁
業
の
本
格
的
な
再
開
に

見
通
し
が
立
ち
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
、
町
内

の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
、
復
興
へ
の
兆
し
が
見
え

て
き
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
南
三
陸
町
は
、
復
興
に
向
け
た
取
り
組

み
を
本
格
的
に
開
始
し
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
の

道
の
り
は
非
常
に
険
し
い
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
町
の
人
た
ち
は
、
東
北
人
特
有
の
粘
り

強
さ
を
持
っ
て
、
復
興
を
成
し
遂
げ
る
と
思
い
ま
す
。

私
は
そ
の
成
り
行
き
を
見
守
り
、
そ
し
て
個
人
的

に
支
援
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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や
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も
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が
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の
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に
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で
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も
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と
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が
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と
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興
は
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の
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で
は
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国
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県
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で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
普
通
の
市
や
町
で
簡
単
に
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は
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や
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必
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り
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す
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興
事
業
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き
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三
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の

佐
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長
は
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復
興
元
年
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位
置
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け
、
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移
転
事
業
を
始
め
と
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る
、
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興
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を
加
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い
き
ま
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。
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り
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後
、
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に
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的
な
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が
必
要
に
な
り
ま
す
。
私
が
、
南
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に
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た
間
は
、
各
県
・
市
か
ら
の
長
期
派

遣
者
が
15
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ほ
ど
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ま
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た
。
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は
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に
加
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遣
職
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た
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け
の
支
援
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で
は
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ま
だ
ま
だ

足
り
な
い
状
況
だ
と
言
え
ま
す
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た
だ
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
南
三
陸

町
は
復
興
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。
私
が
い
た
半
年

間
で
も
、
散
乱
し
て
い
た
が
れ
き
が
数
カ
所
に
ま

と
め
ら
れ
、
中
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部
の
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路
に
信
号
が
設
置
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れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
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沿
い
に
は
、
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ビ

ニ
エ
ン
ス
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ア
や
コ
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ド
リ
ー
、
ガ
ソ
リ

ン
ス
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ド
が
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ー
プ
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し
、
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月
に
は
市
街
地

に
「
南
三
陸
町
さ
ん
さ
ん
商
店
街
」
が
で
き
、
に

ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
ま
す
。
南
三
陸
町
仮
設
庁
舎

も
完
成
し
ま
し
た
。
集
落
の
高
台
移
転
に
つ
い
て
も
、

住
民
の
合
意
形
成
が
図
ら
れ
、
用
地
買
収
に
入
ろ

う
と
す
る
集
落
も
で
て
き
ま
し
た
。
主
な
産
業
で

あ
る
水
産
業
に
つ
い
て
も
、
漁
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の
復
旧
整
備
計

画
が
明
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か
に
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り
、
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業
の
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的
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に

見
通
し
が
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つ
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す
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内
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で
、
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の
兆
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が
見
え
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後
、
南
三
陸
町
は
、
復
興
に
向
け
た
取
り
組

み
を
本
格
的
に
開
始
し
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
の

道
の
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は
非
常
に
険
し
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も
の
と
な
る
で
し
ょ
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。
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か
し
、
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の
人
た
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は
、
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北
人
特
有
の
粘
り

強
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を
持
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、
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を
成
し
遂
げ
る
と
思
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そ
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　子どもたちにもわかるよう“ふりがな”・“簡単な言葉”で紹介しています。  CHAPTER.４

口之津港の壮大な歴史をたどる
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〜

有
馬
歴
史
研
究
会
会
長　

佐 

藤　

光 

典

　市では、東日本大震災以降、東北地方に対し支援活動を行っています。また、南三陸町を重点支援
地域と決め、さまざまな支援を行っています。その一つとして、昨年より職員の派遣を行っています。
今月号より不定期ですが、“ 復興への絆 ” と題し、現地の様子や支援の状況を掲載していきます。

災害派遣を終えた石川伸吾副参事

南三陸町防災庁舎→

キリシタン大名サミット

口之津開港４５０年記念事業
有馬晴信没後４５０年記念

●日時：６月２日土～３日日
●場所：北有馬ピロティー文化センター日野江

・九州の４キリシタン大名が集結
・記念講演／高 祖  敏 明氏（上智大学 理事長）　

有馬晴信（1567～1612）
福井県台雲寺蔵
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