
 

 

                             

日
本
名
を
三
浦
按
針
と
し
て
知
ら

れ
る
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ズ
は
、

慶
長
五
年
（
一
六
○
○
）
、
我
が
国
に

初
め
て
や
っ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
人
で

す
。
二
年
に
及
ぶ
困
難
な
航
海
を
経

て
、
オ
ラ
ン
ダ
船
リ
ー
フ
デ
号
の
乗

組
員
の
一
人
と
し
て
、
豊
後
国

ぶ
ん
ご
の
く
に

（
大

分
県
）
臼
杵

う
す
き

湾
佐さ

志
生

し

う

に
来
航
し
ま

し
た
。 

一
五
六
四
年
ア
ダ
ム
ズ
は
イ
ギ
リ

ス
の
ケ
ン
ト
州
ジ
リ
ン
ガ
ム
と
い
う

小
さ
な
町
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
い

こ
ろ
か
ら
海
と
船
に
憧
れ
を
抱
い
て

育
ち
、
十
二
歳
の
と
き
か
ら
ロ
ン
ド

ン
郊
外
の
造
船
所
に
奉
公
す
る
か
た

わ
ら
、
独
学
で
天
文
、
幾
何
、
造
船
、

航
海
、
砲
術
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。

そ
の
後
、
自
ら
設
計
し
た
軍
艦
の
艦

長
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
海
軍
に
加
わ
り
、

一
五
八
八
年
、
世
界
最
強
を
誇
る
ス

ペ
イ
ン
の
ア
ル
マ
ダ
（
無
敵

む

て

き

艦
隊

か
ん
た
い

）

の
撃
退
に
貢
献
し
ま
し
た
。 

一
五
九
八
年
六
月
、
ア
ダ
ム
ズ
は

五
隻
の
船
団
で
編
成
さ
れ
た
オ
ラ
ン

ダ
の
東
洋
遠
征
隊
の
航
海
長
と
し
て

旗
艦
ホ
ー
プ
号
に
乗
り
組
み
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
航
海
は
難
航
を
極
め

ま
し
た
。
ア
ダ
ム
ズ
は
途
中
か
ら
リ

ー
フ
デ
号
に
移
り
ま
し
た
が
、
大
嵐

で
船
団
は
散
り
散
り
に
な
り
、
つ
い

に
リ
ー
フ
デ
号
一
隻
だ
け
が
、
日
本

を
目
指
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

慶
長
五
年
三
月
、
佐さ

志
生

し

う

黒
島
沖

に
た
ど
り
着
い
た
リ
ー
フ
デ
号
は
、

マ
ス
ト
が
折
れ
、
帆
も
破
れ
て
、
百

十
人
い
た
乗
組
員
の
う
ち
生
存
者
は

わ
ず
か
二
十
四
名
で
し
た
。
当
時
、

臼
杵

う
す
き

藩
主
を
勤
め
て
い
た
太
田
重
正

は
ア
ダ
ム
ズ
の
来
航
目
的
が
日
本
と

の
交
易
で
あ
る
こ
と
を
、
大
坂
城
に

い
た
徳
川
家
康
に
報し

ら

せ
ま
し
た
。 

江
戸
に
幕
府
を
開
き
、
将
軍
と
な

っ
た
家
康
は
、
大
坂
か
ら
堺
に
移
動

し
て
い
た
ア
ダ
ム
ズ
を
呼
び
寄
せ
ま

し
た
。
し
か
し
、
途
中
、
船
の
傷
み

が
激
し
く
な
り
、
浦
賀
に
入
港
、
そ

の
後
、陸
路
で
江
戸
に
入
り
ま
し
た
。 

家
康
は
ア
ダ
ム
ズ
に
日
本
橋
の
屋

敷
を
与
え
、
外
交
顧
問
と
し
て
重
く

用
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
慶
長
十
年

に
は
相
模

さ

が

み

国
の
く
に

三
浦
郡
逸
見
村
に
二
百

石
余
り
の
領
地
を
与
え
る
と
と
も
に
、

旗
本
と
し
て
召
し
抱
え
、
三
浦
按
針

と
名
乗
ら
せ
ま
し
た
。 

「
按
針
」
と
い
う
の
は
、
水
先
案

内
人
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
。 

家
康
か
ら
洋
式
船
の
建
造
を
命
じ

ら
れ
た
ア
ダ
ム
ズ
は
伊
豆

い

ず

の

国く
に

伊
東
で

二
隻
の
ス
ク
ー
ナ
ー
型
帆
船
を
進
水

さ
せ
ま
し
た
。 

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
に
駐
留
し
て
い
た
メ
キ
シ
コ
の
前

総
督
ロ
ド
リ
ゴ
・
ビ
ベ
ロ
の
船
が
、

帰
国
の
途
中
難
破
し
上
総

か

ず

さ

国
の
く
に

（
千
葉

県
）
御
宿

お
ん
じ
ゅ
く

に
漂
着
し
ま
し
た
。
こ
の

と
き
、
ア
ダ
ム
ズ
が
建
造
し
た
船
が

提
供
さ
れ
、
ビ
ベ
ロ
の
帰
国
を
助
け

ま
し
た
。
こ
の
航
海
の
際
、
家
康
の

命
に
よ
り
京
都
の
商
人
・
田
中
勝
介

ら
日
本
人
も
乗
船
し
、
メ
キ
シ
コ
に

渡
り
ま
し
た
。
日
本
船
の
太
平
洋
横

断
航
海
と
し
て
は
、
幕
末
の
咸
臨
丸

に
よ
る
快
挙
に
先
立
つ
こ
と
二
百
五

十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
。 

ま
た
、
ア
ダ
ム
ズ
は
、
逸
見
村
と

は
別
に
東
浦
賀
に
も
屋
敷
が
与
え
ら

れ
、
ス
ペ
イ
ン
と
の
貿
易
に
従
事
し

て
い
た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。 

し
か
し
、
二
代
将
軍
秀
忠
の
時
代

に
な
り
、
幕
府
の
方
針
が
鎖
国
政
策

に
向
か
っ
て
い
く
と
、
そ
れ
に
つ
れ

て
、
ア
ダ
ム
ズ
の
活
躍
の
場
は
失
わ

れ
て
い
き
ま
し
た
。 

一
六
二
〇
年
五
月
、
日
本
に
来
て

二
十
年
、
ア
ダ
ム
ズ
は
長
崎
の
平
戸

で
五
十
六
歳
の
生
涯
を
閉
じ
ま
し
た
。 

さ
て
、
ア
ダ
ム
ズ
は
何
度
と
な
く

故
郷
に
手
紙
を
書
き
、
日
本
の
地
理

や
社
会
情
勢
な
ど
を
知
ら
せ
て
い
ま

し
た
。『
ガ
リ
バ
ー
旅
行
記
』
の
作
者

ス
ウ
ィ
フ
ト
は
、
そ
の
手
紙
を
参
考

に
し
て
日
本
に
つ
い
て
書
い
た
の
で

は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、『
ガ
リ
バ
ー
旅
行
記
』
に
ガ
リ

バ
ー
が
日
本
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
の

記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
想
像
で
き

ま
す
。 

ま
た
、
ガ
リ
バ
ー
が
日
本
に
上
陸

し
た
の
は
、
私
た
ち
の
郷
土
・
横
須

賀
市
内
、
観
音
崎
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
物
語
は
、

今
年
度
（
平
成
二
十
四
年
度
）
か
ら

中
学
二
年
生
用
の
英
語
の
教
科
書
に

英
文
で
紹
介
さ
れ
、
郷
土
・
横
須
賀

の
持
つ
新
た
な
魅
力
を
全
国
に
発
信

し
て
い
ま
す
。 

な
お
、
毎
年
十
一
月
に
行
わ
れ
る

「
観
音
崎
フ
ェ
ス
タ
」
で
は
、
ガ
リ

バ
ー
に
扮
し
た
長
身
の
ア
メ
リ
カ
人

男
性
と
幼
稚
園
児
と
の
楽
し
い
イ
ベ

ン
ト
が
好
評
を
博
し
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。 

 ス
ク
ー
ナ
ー･･･

 

二
本
以
上
の
マ
ス
ト
に
縦
帆
を 

備
え
た
西
洋
式
帆
船
。

三 

浦 

按 

針 
 

江
戸
時
代
初
期
、
日
本
に
来
た
最
初
の
イ
ギ
リ
ス
人
「
青
い
目
の
サ
ム
ラ
イ
」

ウ
イ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ズ
。 

日
欧
交
流
の
架
け
橋
と
な
っ
た
。 
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●
加
藤
山
寿
と
竜
崎
戒
珠
● 

相
模
国
三
浦
郡
西
浦
賀
村
（
現
・
横
須

賀
市
西
浦
賀
）
の
鎮
守
・
叶
神
社
の
参
道

に
面
し
た
所
で
塩
問
屋
を
営
ん
で
い
た
淡

路
屋
と
い
う
店
が
あ
っ
た
。
淡
路
屋
は
主

人
に
な
る
と
小
兵
衛
の
名
を
踏
襲
し
て
い

た
ら
し
く
浦
賀
で
は
通
称
「
淡
小
」
と
呼

ば
れ
、
浦
賀
に
奉
行
所
が
移
転
し
て
く
る

享
保
五
年(

一
七
二
〇
）よ
り
前
か
ら
営
業

を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
西

浦
賀
の
問
屋
の
中
で
も
最
も
古
い
店
の
一

つ
で
あ
っ
た
。 

さ
て
今
回
の
主
人
公
の
加
藤
山
寿
は
、

生
年
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
幼
名
を
勇

助
と
い
い
、
文
化
二
年(

一
八
〇
五)

に
、

家
督
を
子
の
常
五
郎
に
譲
り
、
西
浦
賀
村

の
高
坂(

現
・
西
浦
賀
三
丁
目)

の
花
水
戸

と
い
う
所
へ
隠
居
し
た
。
隠
居
生
活
を
始

め
た
正
確
な
場
所
は
わ
か
ら
な
い
が
、
隠

居
所
の
近
く
に
「
天
女
水
の
碑
」
と
い
う

高
さ
五
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
石
碑
が
あ
り
、

こ
の
碑
文
を
山
寿
が
記
し
て
い
る
。 

碑
文
に
は
「
高
坂
の
弁
天
堂
近
く
の
田

の
間
か
ら
清
水
が
こ
ん
こ
ん
湧
き
出
て
お

り
、
ど
ん
な
に
日
照
り
が
続
い
て
も
涸
れ

る
こ
と
が
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

清
水
の
お
か
げ
で
田
は
常
に
豊
作
に
な
り
、

作
物
が
豊
作
に
な
る
と
家
が
富
み
、
家
が

富
む
と
幸
福
が
お
と
ず
れ
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、
こ
の
清
水
は
天
女
が
授
け
て
く
れ

た
も
の
で
あ
り
、
天
女
水
と
い
う
」
と
漢

文
で
刻
ま
れ
て
い
る
。 

こ
の
碑
が
で
き
た
の
は
、
文
化
九
年
九

月
で
あ
り
、
山
寿
が
『
三
浦
古
尋
録
』
の

序
文
を
書
い
た
翌
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

山
寿
の
著
作
活
動
は
隠
居
直
後
か
ら
精

力
的
に
行
わ
れ
た
と
み
え
、
著
書
に
『
西

国
観
音
記
』
、『
漂
客
雑
記
』
、『
東
奥
一
覧
』、

『
東
海
絵
図
』
、
『
源
画
易
解
』
な
ど
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
著
作
は
昭
和
四
十
二
年
に

刊
行
さ
れ
た
『
三
浦
古
尋
録
』
の
解
説
に

掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
校
訂
者
は
（
お

そ
ら
く
高
橋
恭
一
氏
で
あ
ろ
う
が
）、西
国

観
音
記
は
見
て
い
る
も
の
の
他
の
著
作
に

は
関
し
て
は
、「
観
音
記
」
の
末
尾
に
記
さ

れ
て
い
る
と
い
う
記
述
だ
け
で
あ
る
。
現

在
『
国
書
総
目
録
』
を
あ
た
っ
て
み
て
も
、

「
古
尋
録
」
以
外
の
著
作
は
見
当
た
ら
な

い
。
も
ち
ろ
ん
版
本
で
は
な
い
の
で
、
数

多
く
出
回
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
が
、

ど
こ
か
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

目
を
通
し
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。 

「
古
尋
録
」
と
い
う
本
は
、
そ
の
名
の

と
お
り
加
藤
山
寿
が
三
浦
半
島
の
村
々
を

歩
い
て
書
い
た
三
浦
半
島
の
地
誌
で
あ
る
。

山
寿
の
記
録
で
は
七
五
ヶ
村
を
浦
郷
村
か

ら
浦
賀
を
上
巻
、
内
川
新
田
か
ら
逗
子
の

久
野
谷
村
ま
で
を
中
巻
、
久
里
浜
村
か
ら

逗
子
の
小
坪
ま
で
で
下
巻
と
し
た
。 

文
化
九
年(

一
八
一
二
）
八
月
の
山
寿
が

記
し
た
序
が
あ
る
の
で
、
こ
の
年
ま
で
に

一
応
の
完
成
を
み
た
の
で
あ
ろ
う
。 

山
寿
が
記
し
た
「
古
尋
録
」
を
増
補
し

た
人
物
が
あ
り
、現
在
伝
わ
っ
て
い
る「
古

尋
録
」
も
山
寿
の
も
の
と
竜
崎
戒
珠
が
増

補
し
た
二
系
列
が
伝
わ
っ
て
い
る
。 

増
補
し
た
竜
崎
戒
珠
は
横
須
賀
の
大
津

村
池
田(

現
・
横
須
賀
市
池
田)

の
人
で
、

ど
こ
で
学
問
を
修
め
た
の
か
明
ら
か
で
は

な
い
。
戒
珠
も
号
で
あ
ろ
う
が
古
尋
録
の

増
補
の
時
は
攀
鯉
と
い
う
号
を
使
用
し
、

さ
ら
に
慧
光
と
い
う
号
も
使
っ
て
い
る
。

著
作
も
「
古
尋
録
」
の
増
補
版
の
ほ
か
に

『
菅
相
伝
』、『
三
浦
諸
仏
寺
院
回
詣
記
』、

『
新
編
三
浦
往
来
』、『
湯
の
沢
温
泉
実
験

記
』
な
ど
が
あ
る
。『
新
編
三
浦
往
来
』
は

「
往
来
物
」
と
呼
ば
れ
て
寺
子
屋
の
教
科

書
に
多
く
使
用
さ
れ
た
も
の
、
三
浦
半
島

の
地
名
を
学
び
な
が
ら
漢
字
を
覚
え
、
地

理
、産
物
や
名
所
ま
で
学
ぶ
も
の
で
あ
り
、

「
古
尋
録
」
の
増
補
版
を
や
っ
た
こ
と
が

生
か
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

山
寿
と
戒
珠
の
つ
な
が
り
は
、
戒
珠
が

宝
暦
十
三
年(

一
七
六
三)

の
生
ま
れ
で
あ

る
こ
と
や
山
寿
が
文
化
二
年
に
隠
居
し
た

こ
と
か
ら
み
る
と
、
山
寿
が
少
し
先
輩
に

あ
た
り
、
生
前
か
ら
交
友
関
係
が
あ
っ
た

こ
と
が
想
像
で
き
る
。 

山
寿
の
著
作
が
文
化
十
一
年(

一
八
一
四)

ま
で
で
そ
の
後
な
い
こ
と
、
山
寿
が
序
文

の
最
後
に
「
な
お
、
そ
の
精
詳
は
識
者
に

願
い
、
校
訂
を
俟
つ
も
の
な
り
」
と
記
し

て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
戒
珠
に
「
古

尋
録
」
の
後
を
託
し
た
可
能
性
も
視
野
に

入
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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講座開催のお知らせ 
 

涼
し
く
な
り
旅
行
が
好
き
な
人
に
は
良
い
季
節
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。
私
が
よ
く
行
く
国
は
、
一
年
中
暑
い

国
「
タ
イ
王
国
」
で
す
。 

タ
イ
王
国
は
立
憲
君
主
制
の
国
で
国
王
が
い
ま
す
。

国
王
が
国
民
か
ら
慕
わ
れ
て
い
る
国
で
、
国
王
の
写
真

が
国
旗
と
と
も
に
至
る
所
に
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。 

タ
イ
王
国
は
、
ア
ジ
ア
で
日
本
と
同
じ
く
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
植
民
地
に
な
ら
な
か
っ
た
国
で
、
経
済
も
発
展
し

て
い
て
東
南
ア
ジ
ア
で
中
心
的
な
立
場
に
あ
る
国
で
す
。 

『
ほ
ほ
笑
み
の
国
』
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
々
は

優
し
く
、
特
に
日
本
人
に
は
親
し
み
深
く
接
し
て
く
れ

ま
す
。
仏
教
国
で
至
る
所
に
寺
院
が
あ
り
、
金
、
ル
ビ

ー
、
螺
鈿
、
硝
子
等
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
、
き
ら
き

ら
と
輝
き
本
当
に
き
れ
い
で
す
。
祭
っ
て
あ
る
仏
像
も

す
べ
て
金
箔
張
り
で
、
地
方
に
よ
っ
て
顔
が
少
し
ず
つ

変
わ
っ
て
い
る
の
も
お
も
し
ろ
い
で
す
よ
。 

昔
か
ら
、
タ
イ
と
日
本
は
密
接
な
関
係
が
あ
り
第
二

次
世
界
大
戦
で
も
友
好
国
で
し
た
。
今
で
は
、
多
く
の

日
本
企
業
が
生
産
拠
点
を
タ
イ
に
置
い
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
日
本
人
も
多
く
生
活
し
て
お
り
、
電
車
な
ど

で
日
本
語
の
会
話
が
時
々
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
現
地
で

生
活
し
て
い
る
人
の
多
い
の
に
驚
き
ま
す
。 

お
す
す
め
の
季
節
は
十
二
月
か
ら
二
月
で
す
。
乾
季

の
た
め
雨
が
ほ
と
ん
ど
降
ら
ず
、
タ
イ
で
は
涼
し
い
季

節
に
な
り
ま
す
。
日
本
は
寒
い
時
期
で
す
が
、
Ｔ
シ
ャ

ツ
、
半
ズ
ボ
ン
を
お
忘
れ
な
く
。 


