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大
坂
の
陣
で
堺
に
居
合
わ
せ
た
オ
ラ
ン
ダ
人 

︱
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
往
復
書
簡
に
み
る
江
戸
初
期
の
日
本
︱

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス

一
六
一
五
年
一
月
二
十
五
日
、
京
都
で
商
務
に
当
た
っ
て
い
た
エ
ル
ベ
ル
ト
・
ワ
ウ
テ
ル
セ
ン
と
い
う
オ
ラ
ン

ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
商
務
員
が
堺
に
到
着
し
た
。
東
イ
ン
ド
会
社
が
当
時
採
用
し
て
い
た
の
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦

で
あ
る
の
で
、
こ
の
日
付
を
和
暦
に
変
換
す
る
と
、
慶
長
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
と
な
り
、
大
阪
冬
の
陣
が

終
わ
っ
た
直
後
に
当
た
る
。
そ
の
翌
日
に
乗
物
で
大
坂
へ
赴
い
た
ワ
ウ
テ
ル
セ
ン
は
、
大
坂
の
大
部
分
が
全
焼

し
た
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
大
坂
で
ワ
ウ
テ
ル
セ
ン
は
九
郎
兵
衛
と
い
う
商
人
の
世
話
に
な
っ
た
。
オ

ラ
ン
ダ
人
商
務
員
は
大
坂
や
堺
で
商
品
を
販
売
す
る
た
め
に
現
地
の
商
人
の
仲
介
に
頼
っ
て
い
た
。
そ
の
九
郎

兵
衛
の
話
に
よ
る
と
、〔
大
坂
の
陣
の
直
前
に
〕
秀
頼
が
堺
を
焼
き
討
ち
す
る
と
い
う
噂
が
広
ま
っ
て
い
て
、

彼
は
そ
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
堺
で
保
管
さ
れ
て
い
た
東
イ
ン
ド
会
社
の
布
織
物
の
商
品

を
数
回
に
分
け
て
大
坂
へ
移
送
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
最
初
は
布
織
物
五
反
を
大
坂
へ
移
送
さ
せ
る
こ
と
に
成
功

し
た
が
、
二
回
目
に
堺
へ
七
反
の
布
織
物
を
取
り
に
行
っ
た
時
に
、
川
を
越
え
る
許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き

ず
、
仕
方
な
く
商
品
を
九
郎
兵
衛
の
義
理
の
兄
弟
の
家
に
保
管
し
た
。
そ
の
家
は
〔
平
野
〕
川
の
西
側
に
あ

り
、
そ
の
五
〜
六
日
後
に
全
焼
し
た
。
と
い
う
の
も
、
秀
頼
の
命
令
の
下
に
放
火
が
行
わ
れ
、
一
万
五
千
軒
の

家
が
全
焼
し
、
四
方
に
大
き
な
空
地
が
で
き
た
と
い
う
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
平
野
焼
き
討
ち
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
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こ
の
よ
う
に
大
坂
の
陣
の
戦
火
に
巻
き
込
ま
れ
、
東
イ
ン
ド
会
社
は
い
く
つ
か
の
商
品
を
焼
失
し
た
が
、
他

方
で
は
利
益
も
大
い
に
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
時
に
多
く
の
大
名
が
大
坂
に
集
ま
っ
て
い

て
、
砲
弾
を
造
る
た
め
の
鉛
の
需
要
が
あ
っ
た
ほ
か
、
大
名
た
ち
が
挙
っ
て
東
イ
ン
ド
会
社
の
布
織
物
を
購
入

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
京
都
の
商
人
よ
り
も
気
前
よ
く
払
っ
て
く
れ
る
の
で
、
ワ
ウ
テ
ル
セ
ン
に

と
っ
て
大
坂
へ
の
旅
は
ま
ず
ま
ず
の
収
穫
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
紹
介
し
た
情
報
は
、
堺
に
て
ワ
ウ
テ
ル
セ
ン
よ
り
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ス
ペ
ッ
ク
ス
に
宛
て
た

一
六
一
五
年
一
月
二
十
九
日
付
の
書
簡
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
堺
に
滞
在
し
て
い
た
ワ
ウ
テ
ル
セ
ン
か
ら
オ
ラ

ン
ダ
商
館
に
宛
て
た
同
年
付
の
書
簡
が
こ
の
他
に
数
通
現
存
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
二
月
十
九
日
付
の
書
簡

に
よ
る
と
、
大
坂
は
荒
地
と
化
し
て
し
ま
い
、
破
壊
さ
れ
た
家
々
の
修
復
は
、
大
阪
城
の
堀
の
埋
め
立
て
作
業

が
急
が
れ
た
の
で
、
後
回
し
に
さ
れ
た
。
堀
の
埋
め
立
て
の
資
材
に
用
い
る
た
め
に
、
む
し
ろ
、
さ
ら
に
多
く

の
家
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
、
大
坂
に
住
む
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
の
で
、
九

郎
兵
衛
は
堺
に
家
を
借
り
、
ワ
ウ
テ
ル
セ
ン
も
そ
こ
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
も
は
や
商
売
を
す
る
こ
と
は
で
き

な
く
な
っ
て
い
た
。

そ
の
後
の
一
六
一
五
年
四
月
十
一
日
の
書
簡
に
は
、
戦
火
に
よ
り
布
織
物
が
焼
失
し
た
と
い
う
九
郎
兵
衛
の

話
は
嘘
で
、
九
郎
兵
衛
が
こ
れ
ら
の
布
織
物
を
大
き
な
利
益
で
売
り
捌
い
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
ワ

ウ
テ
ル
セ
ン
は
九
郎
兵
衛
が
借
り
て
い
る
家
か
ら
出
て
、
他
の
宿
泊
先
に
移
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
五
月
一
日
付
の
書
簡
で
は
、
秀
頼
が
堺
を
焼
き
討
ち
す
る
と
の
噂
が
再
び
浮
上
し
、
秀
頼
が
そ
の
よ

う
な
行
為
に
出
れ
ば
、
家
康
も
大
坂
へ
戻
り
、
戦
い
が
再
開
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
の
で
、
戦
火
を
逃
れ

る
た
め
に
、
ワ
ウ
テ
ル
セ
ン
は
堺
に
保
管
し
て
い
た
商
品
を
す
べ
て
持
っ
て
京
都
へ
移
っ
た
と
記
載
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
手
伝
い
を
し
た
の
は
、
も
う
一
人
の
商
務
員
マ
テ
イ
ス
・
テ
ン
・
ブ
ル
ッ
ケ
で
あ
る
。
テ
ン
・
ブ
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ル
ッ
ケ
は
商
品
を
海
路
で
室
津
へ
運
び
、
そ
こ
で
ワ
ウ
テ
ル
セ
ン
は
尼
崎
経
由
で
商
品
を
京
都
へ
運
び
、
二
条

室
町
薬
師
ノ
町
の
与
兵
衛
と
い
う
商
人
の
家
に
預
け
た
。
こ
の
家
に
オ
ラ
ン
ダ
人
も
宿
泊
す
る
こ
と
に
な
り
、

大
坂
の
役
が
終
わ
る
ま
で
待
機
し
て
い
た
（
一
六
一
五
年
五
月
十
七
日
付
お
よ
び
五
月
二
十
八
日
付
、
七
月

二
十
八
日
付
の
書
簡
）。

以
上
紹
介
し
た
の
は
、
各
書
簡
の
内
容
の
う
ち
の
ほ
ん
の
一
部
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
書
簡
か
ら
オ

ラ
ン
ダ
人
商
務
員
た
ち
の
行
動
や
当
時
の
戦
乱
の
状
況
を
あ
る
程
度
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
大
坂
の
陣
が
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
、
家
康
か
秀
頼
の
ど
ち
ら
が
正
当
で
あ
っ
た
の
か
、
家
康
が
な
ぜ
勝
利

を
収
め
た
の
か
、
と
い
っ
た
従
来
の
歴
史
学
が
扱
っ
て
き
た
、
政
治
史
や
国
家
史
に
関
わ
る
大
き
な
問
題
に
対

し
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
簡
か
ら
答
え
を
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
ワ
ウ
テ
ル
セ
ン
や
九
郎
兵
衛

の
よ
う
に
大
坂
の
陣
に
巻
き
込
ま
れ
た
個
々
人
は
、
こ
れ
ら
の
歴
史
上
の
大
き
な
問
題
を
気
に
留
め
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
混
乱
の
中
で
い
か
に
し
て
財
産
や
命
を
守
る
べ
き
か
と
い
う
目
の
前
の
こ

と
で
精
一
杯
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

歴
史
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で
み
る
の
か
に
よ
っ
て
、
史
料
の
価
値
が
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
歴
史
的
出
来

事
の
因
果
関
係
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
歴
史
の
大
き
な
流
れ
を
作
っ
た
家
康
な
ど
の
関
連
史
料
に
目
を

向
け
る
べ
き
で
あ
り
、
ワ
ウ
テ
ル
セ
ン
の
よ
う
な
一
般
人
が
書
い
た
史
料
は
分
析
の
対
象
に
な
り
得
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
逆
に
当
時
の
個
々
人
が
何
を
見
て
、
何
を
考
え
て
、
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
か
に
つ
い
て
知
り
た

け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
東
イ
ン
ド
会
社
の
職
員
の
書
簡
は
情
報
の
宝
庫
で
あ
る
。
私
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
後

者
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
。

私
は
去
年
ラ
イ
デ
ン
大
学
文
学
部
の
フ
ィ
ア
レ
先
生
と
共
に
ハ
ー
グ
国
立
文
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
東
イ
ン

ド
会
社
関
連
文
書
の
複
数
の
史
料
群
の
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
調
査
を
通
じ
て
、
本
エ
ッ
セ
イ
で
取
り
上
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1615年 1月 29日付ワウテルセンの平戸商館長宛書簡（シンティア・フィアレ
撮影）。ワウテルセンの書簡は当時の平戸商館の写本「受信書簡 1614年 8月 4

日から 1616年 12月 29日」（ハーグ国立文書館所蔵NFJ 276）に所収されている。
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げ
た
ワ
ウ
テ
ル
セ
ン
の
書
簡
の
よ
う
な
、
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
往
復
書
簡
が
数
多
く
現
存
し
て
い
る
こ
と
が

判
明
し
た
。
一
六
〇
九
年
か
ら
一
六
三
三
年
ま
で
の
間
だ
け
で
も
五
〇
七
通
の
書
簡
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
人
間
文
化
研
究
機
構
に
お
い
て
、「
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
往
復
書
簡
の
基
礎
的
研
究
」
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

型
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
在
外
日
本
資
料
調
査
・
活
用
に
よ
る
日
本
研
究
と
日
本
文
化
理
解
の
促
進
）
の

一
つ
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
数
年
間
か
け
て
ラ
イ
デ
ン
大
学
と
共
同
で
そ
の
翻
刻
・
翻
訳
・
注

釈
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
書
簡
は
江
戸
初
期
の
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
古
文
書
と
同
様
に
く
ず
し
字
で
書
か
れ
て
い
て
、

文
法
や
用
語
も
現
代
オ
ラ
ン
ダ
語
と
異
な
る
た
め
、
解
読
に
は
か
な
り
の
労
力
が
か
か
る
。
ま
た
、
日
本
の
人
名

や
地
名
も
オ
ラ
ン
ダ
人
が
聞
い
た
通
り
に
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
、
難
解
な
も
の
も
多
い
。
た
と
え
ば
、
九
郎
兵
衛

はC
robijoyedonne

、
与
兵
衛
はJoffioyedonno

、
秀
頼
はFiderijsam

m
a

、
家
康
はkeijser

（
皇
帝
）
と
表

記
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
書
簡
を
解
読
し
た
上
で
、
和
訳
を
出
版
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
オ

ラ
ン
ダ
人
に
よ
る
日
本
で
の
見
聞
記
録
を
日
本
の
読
者
に
提
供
し
て
い
き
た
い
。

 

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）


