
有
馬
晴
信
に
つ
い
て

有
馬
晴
信
は
、
兄
の
義
純
が
早
世
し
た
た
め
わ
ず
か
四
歳
で

家
督
を
継
承
し
ま
し
た
。
当
時
の
有
馬
氏
は
、
龍
造
寺
氏
や
西

郷
氏
な
ど
の
有
力
者
に
圧
迫
さ
れ
、
臣
従
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
、
十
七
歳
の
と
き
龍
造
寺

氏
を
滅
ぼ
し
、
地
盤
を
固
め
ま
し
た
。

地
盤
固
め
に
成
功
し
た
の
は
、
海
外
貿
易
に
よ
り
も
た
ら
さ

れ
た
鉛
や
硝
石
な
ど
の
軍
事
物
資
を
得
ら
れ
た
こ
と
が
大
き

く
、
感
謝
の
意
か
ら
天
正
八
年
に
洗
礼
を
受
け
、
「
ド
ン
・
プ

ロ
タ
ジ
オ
（
ド
ン
・
ジ
ョ
ア
ン
と
も
）
」
の
洗
礼
名
を
い
た
だ

き
、
以
後
熱
心
な
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
り
ま
し
た
。
天
正
十
年
（
一

五
八
二
・
こ
の
年
に
田
野
の
景
徳
院
で
武
田
勝
頼
が
自
刃
、
武

田
家
滅
亡
す
る
）
に
は
大
友
宗
麟
・
小
西
行
長
・
大
友
純
忠
ら

キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
と
も
に
、
ロ
ー
マ
へ
四
少
年
を
使
節
団
と

し
て
派
遣
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
「
天
正
遣
欧
少
年
使
節
」
と

呼
ば
れ
、
日
本
史
の
教
科
書
に
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

有
馬
晴
信
の
落
日

岡
本
大
八
事
件

そ
の
後
、
小
西
行
長
と
と
も
に
朝
鮮
出
兵
に
従
軍
、
二
十
六

歳
か
ら
七
年
間
を
朝
鮮
で
過
ご
し
ま
し
た
。
慶
長
五
年
（
一
六

〇
〇
）
の
関
が
原
の
合
戦
で
は
当
初
西
軍
に
属
し
て
い
ま
し
た

が
、
西
軍
惨
敗
と
と
も
に
東
軍
へ
寝
返
り
、
小
西
行
長
の
宇
土

城
を
攻
撃
、
そ
の
功
績
に
よ
り
旧
領
を
安
堵
さ
れ
ま
し
た
。

慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
、
マ
カ
オ
で
晴
信
の
朱
印
船
乗

組
員
が
マ
カ
オ
市
民
と
争
い
に
な
り
、
家
臣
も
含
め
四
十
八
人

が
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
ま
し
た
。
晴
信
は
直
ち
に
徳

川
家
康
に
仇
討
ち
の
許
可
を
求
め
ま
し
た
が
、
そ
の
う
ち
マ
カ

オ
に
お
け
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
の
責
任
者
ア
ン
ド
レ
・
ペ
ッ
ソ
ア

を
乗
せ
た
船
が
長
崎
に
入
港
し
、
晴
信
は
船
長
を
捕
ら
え
る
べ

く
、
多
く
の
軍
船
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
を
包
囲
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
み
た
船
長
は
、
乗
員
を
逃
し
て
船
を
爆
破
さ
せ
、
事

件
は
い
っ
た
ん
収
ま
り
ま
し
た
。
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有
馬
晴
信
を
ご
存
知
で
す
か
？

有
馬
晴
信
は
、
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
初
め
に
か
け
て

の
肥
前
国
日
野
江
藩
（
今
の
長
崎
県
の
あ
た
り
）
の
藩
主
で
あ

り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
崇
拝
し
た
「
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
」
と
し
て

よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

晴
信
は
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
し
て
数
奇
な
運
命
を
た
ど
り
、

肥
前
国
か
ら
遠
く
離
れ
た
甲
斐
国
谷
村
領
の
丸
林
に
幽
閉
さ

れ
た
後
、
斬
首
さ
れ
生
涯
を
終
え
ま
す
が
、
そ
こ
は
甲
州
市
大

和
町
丸
林
地
区
の
こ
と
で
す
。

今
年
は
有
馬
晴
信
が
処
刑
さ
れ
て
四
〇
〇
年
と
い
う
節
目

の
年
に
あ
た
り
、
命
日
で
あ
る
五
月
六
日
に
大
和
町
丸
林
地
区

で
、
記
念
祭
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
記
念
祭
は
有
志
が
企
画
し
、

有
馬
家
の
現
当
主
、
晴
信
夫
人
の
子
孫
、
研
究
者
な
ど
、
百
人

を
越
え
る
参
加
者
が
集
ま
り
ま
し
た
。

丸林地区で行われた晴信公 400 年祭の様子。

子孫・関係者の記念写真。

菊亭ジュスタの子孫である志賀さん。

なんと天正遣欧少年使節の一員・中浦ジュリアン
の子孫、小佐々さん。

そ
の
後
、
家
康
の
重
鎮
・
本
多
正
純
の
家
臣
だ
っ
た
岡
本
大

八
が
晴
信
に
近
づ
き
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
を
沈
め
た
た
め
家
康
が

恩
賞
を
与
え
る
だ
ろ
う
と
持
ち
か
け
ま
し
た
。
で
す
が
こ
れ
ば

偽
り
で
あ
り
、
大
八
は
晴
信
を
だ
ま
し
て
多
額
の
口
利
き
料
を

せ
し
め
ま
し
た
。
こ
れ
が
発
覚
し
大
八
は
火
あ
ぶ
り
、
晴
信
は

贈
賄
の
罪
に
よ
り
甲
斐
国
丸
林
に
追
放
さ
れ
ま
し
た
。

晴
信
は
甲
斐
国
へ
の
流
罪
で
終
わ
る
と
思
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
家
臣
や
夫
人
を
伴
っ
て
入
甲
し
ま
し
た
が
、
結
局
数
十
日

後
に
切
腹
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
晴
信
は
キ
リ
シ
タ
ン
な

の
で
、
家
臣
に
首
を
切
り
落
と
さ
せ
た
と
の
こ
と
で
す
。
慶
長

十
七
年
（
一
六
一
二
）
五
月
六
日
の
こ
と
で
し
た
。

有
馬
家
の
そ
の
後

晴
信
の
死
後
、
家
督
は
子
の
直
純
に
継
が
れ
ま
す
が
、
日
野

江
藩
か
ら
日
向
延
岡
藩
（
宮
崎
県
）
、
越
後
糸
魚
川
藩
（
新
潟

県
）
を
経
て
越
前
丸
岡
藩
（
福
井
県
）
へ
移
り
、
以
後
有
馬
家

は
幕
末
を
丸
岡
藩
で
迎
え
ま
し
た
。
現
当
主
は
京
都
に
お
住
ま

い
で
、
二
十
七
代
を
数
え
ま
す
。

晴
信
の
夫
人
は
京
都
の
公
家
・
菊
亭
家
の
出
身
で
、
夫
と
同

様
洗
礼
を
受
け
、
「
ジ
ュ
ス
タ
」
と
い
う
洗
礼
名
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
夫
の
亡
き
後
は
京
都
へ
戻
り
、
京
都
御
所
の
東
側
に

あ
る
廬
山
寺
に
お
墓
が
あ
り
ま
す
。



有
馬
家
と
有
賀
家

丸
林
地
区
の
有
賀
さ
ん
と
い
う
お
宅
に
は
、
紙
に
書
か
れ
た

有
馬
晴
信
の
位
牌
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
有
賀
さ
ん
の
ご
先
祖

は
晴
信
と
と
も
に
入
甲
し
た
家
臣
だ
っ
た
と
い
わ
れ
、
毎
年
五

月
六
日
の
命
日
に
は
、
丸
岡
藩
か
ら
有
馬
家
が
正
装
し
て
お
参

り
に
き
て
、
二
～
三
日
有
賀
家
に
滞
在
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

明
治
三
十
四
年
の
大
水
害
に
よ
り
、
日
川
の
ほ
と
り
に
所
在
し

た
晴
信
の
お
墓
（
と
思
わ
れ
る
場
所
）
が
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た

た
め
、
年
々
続
い
た
お
参
り
も
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

今
回
の
記
念
祭
に
は
、
京
都
か
ら
有
馬
家
第
二
十
七
代
ご
当

主
が
、
実
に
一
一
〇
年
ぶ
り
に
お
見
え
に
な
っ
た
ほ
か
、
晴
信

夫
人
の
菊
亭
ジ
ュ
ス
タ
の
子
孫
の
方
、
天
正
遣
欧
少
年
使
節
の

一
員
で
あ
る
中
浦
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
子
孫
の
方
な
ど
、
歴
史
上
の

人
物
に
繋
が
る
方
々
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

有
馬
晴
信
終
焉
の
地
・
丸
林

有
馬
晴
信
に
つ
い
て
は
、
長
年
不
明
な
点
が
多
く
、
そ
の
研

究
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
と

し
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
だ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
晴

信
の
子
直
純
は
、
有
馬
家
を
断
絶
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
仏
教
に
宗
旨
替
え
を
し
、
さ
ら
に
晴
信

の
影
響
力
の
あ
っ
た
日
野
江
藩
を
離
れ
、
最
終
的
に
越
前
丸
岡

藩
と
い
う
、
ま
っ
た
く
の
新
天
地
で
有
馬
家
の
基
礎
を
固
め
直

し
ま
し
た
。
当
然
、
そ
の
過
程
の
中
で
晴
信
の
こ
と
に
つ
い
て

は
世
間
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
、
ど
こ
で
亡
く
な
っ
た
か
も
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

調
査
に
よ
っ
て
、
大
和
村
丸
林
区
が
終
焉
の
地
だ
と
判
明
し

た
の
は
昭
和
五
十
四
年
の
こ
と
で
、
決
め
手
と
な
っ
た
の
は
、

有
賀
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
紙
の
位
牌
と
、
明
治
の
中
頃
ま
で
丸

岡
藩
か
ら
命
日
に
お
参
り
に
き
て
い
た
と
い
う
口
承
で
し
た
。

余
談
で
す
が
、
大
和
町
木
賊
に
所
在
す
る
天
目
山
栖
雲
寺
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
虚
空
蔵
菩
薩
画
像
」
は
、
十
字
架
を
持
っ

て
い
る
尊
像
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
（
「
上
条
報
告
」
第
二

十
五
号
参
照
）
が
、
こ
れ
も
昭
和
五
十
四
年
に
見
出
さ
れ
た
も

の
で
す
。
そ
の
た
め
、
こ
の
画
像
は
有
馬
晴
信
の
肖
像
画
で
あ

る
と
も
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
制
作
年
代
に
よ
り
肖
像
画
説
は

否
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
有
馬
晴
信
の
持
ち
物
だ
っ
た
と
い
う

考
え
は
、
今
な
お
根
強
く
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

合
併
に
よ
り
誕
生
し
た
甲
州
市
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
私
た
ち

が
知
ら
な
い
歴
史
や
文
化
財
が
眠
っ
て
い
そ
う
で
す
。

「
山
梨
日
日
新
聞
」
五
月
八
日
付
け

丸林区にお住まいの有賀さん。紙位牌の持ち主。
110 年振りに有馬家から有賀家へお礼の品が渡
されました。

有馬晴信たっ居の跡碑

至.大月


