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劉
・
張
雨
徳
督
と
越
・
何
嗣
混
・
盛
(
買
務
、
南
洋
公
接
関
係
者
、
三
人
と
も

武
進
脱
出
身
)
と
の
雨
者
を
媒
介
し
た
こ
と
、
そ
の
際
そ
の
重
要
な
一
彦
を
な

す
劉
総
督
説
得
を
張
審
が
南
京
・
上
海
滞
在
中
に
行
な
っ
た
こ
と
を
、
前
掲
の

諸
資
料
か
ら
貫
詮
、
国
と
こ
ろ
が
、
張
替
の
日
記
に
そ
の
説
得
の
記
述
を
歓

く
、
貸
は
右
の
南
京

・
上
海
滞
在
中
そ
の
二
日
だ
け
記
述
の
な
い
五
月
二
七
・

二
八
日
に
そ
れ
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
前
掲
の
諸
資
料
か
ら
推
論
(
関
輿
し
つ
つ

同
様
そ
の
記
述
を
残
し
て
い
な
い
例
あ
り
、
陳
三
立

・
沈
曾
植

・
湯
誇
潜
等
)、

彼
の
説
得
の
内
容
を
検
討
し
、
嘗
時
の
東
南
互
保
相
側
、
そ
の
他
一
般
的
政
治
情

況
を
考
察
す
る
こ
と
、
と
す
る
。

呂
坤
の
郷
村
針
策
と
華
北
農
村

谷

口

規

矩

雄

呂
坤
〈
一
五
三
六

1
一
六
一
八
〉
が
明
末
、
高
暦
期
の
特
徴
あ
る
思
想
家
で

あ
る
こ
と
は
既
に
よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
営
時
の
農
村
問
題
に
つ
い

て
も
、
し
ば
し
ば
針
策
を
設
案
し
、

官
僚
と
し
て
、
ま
た
退
職
後
は
郷
紳
と
し

て
、
自
身
そ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
ベ
く
釜
力
し
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い

る。
し
か
し
彼
の
恩
想
鐙
系
そ
の
も
の
を
別
に
し
て
、
彼
の
郷
村
改
革
策
の
み
に

限
っ
て
も
、
な
お
い
ま
だ
十
分
に
検
討
さ
れ
て
は
い
な
い
と
思
う
。
私
は
、
高

暦
後
半
期
の
華
北
農
村
の
危
機
的
状
況
に
射
し
て
、
呂
坤
が
提
出
し
た
改
革
案

|
そ
れ
は
租
税
・
箔
役
問
題
が
中
心
的
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
な

か
で
も
土
地
集
中
の
進
行
に
と
も
な
う
中
小
農
民
の
税
役
負
措
の
不
公
卒
の
績

大
に
劃
し
て
、
彼
が
採
用
し
よ
う
と
し
た
土
地
丈
量
策
を
取
り
あ
げ
検
討
し
た

い
と
思
う
。

彼
は
土
地
丈
量
を
基
礎
に
、
里
甲
の
均
一
件
化
を
主
唱
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
勝
に
江
南
各
地
で
嘗
時
問
題
に
な
り
始
め
て
い
た
均
田
均
役
法
と
軌
を
一

に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
高
暦
中
期
、
河
南
の
一
部
地
域
で
は
呂
坤
の
丈
地
均

回
に
な
ら
っ
た
里
甲
均
卒
化
が
笈
行
さ
れ
て
い
た
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
賀
行
者

の
一
人
が
、
こ
れ
も
有
名
な
楊
東
明
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
華
北
地
域
で
も
各
地
で
各
援
の
内
容
を
持
っ
た
均
田
均
役
法
、
か
貧

施
さ
れ
て
行
き
、
明
末
の
動
剖
乱
期
に
は
一
時
、
そ
の
動
き
は
社
繕
え
る
が
、
清

初
康
照
年
関
に
、
こ
の
法
は
華
北
の
相
蛍
庚
範
国
に
普
及
し
た
と
見
な
さ
れ
る
。
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『
詩
経
』
、
特
に
西
周
金
文
に
は
「
封
揚
玉
休
」
と
い
う
語
が
頻
繁
に
使
用

さ
れ
る
。
郷
玄
が
、
「
王
の
策
命
に
答
え
る
の
時
、
王
の
徳
の
美
な
る
を
稽
揚

す
」
と
解
し
て
よ
り
、
現
在
で
も
多
く
の
研
究
者
が
そ
の
設
に
従
う
。
こ
の
語

は
、
西
周
中
期
の

「冊
命
賜
輿
形
式
」
と
よ
ば
れ
る
殆
ん
ど
の
金
文
に
使
用
さ

れ
る
た
め
、

一
般
に
は
、
蛍
時
の
慣
用
語
で
あ
る
と
さ
れ
、
嘗
時
の
君
臣
関
係

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
、
政
治
上
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
た
か
に

つ
い
て
は
、
却
っ
て
等
閑
観
さ
れ
て
来
た
。
本
論
で
は
こ
の
黙
に
つ
い
て
考
察

す
る
が
、
そ
の
結
論
を
左
に
あ
げ
る
。

ω封
揚
の
語
義
は
、
皐
に
王
の
策
命
に
答
え
て
、
王
の
徳
を
務
揚
す
る
と
い



う
こ
と
で
は
な
く
、
王
の
思
寵
、
創
ち
王
よ
り
す
る
恩
賞
或
い
は
冊
命
の

事
貨
を
青
銅
器
の
銘
文
と
し
て
残
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
子
孫

に
ま
で
俸
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ωこ
の
よ
う
に
銘
文
に
残
す
こ
と
は
、
単
に
記
録
と
し
て
残
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
天
子
或
い
は
主
君
に
釣
し
て
、
忠
誠
を
費
す
こ
と
の
誓
い
の
意
味

を
も
ち
、
子
孫
に
封
し
て
も
守
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
、
冊
命
な
ど
の
式
場
で
、
「
封
揚
玉
休
」
と
臣
下
が
述
べ
た

も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
語
は
、
君
主
に
よ
る
恩
寵
に
封
し
て
、
臣
下
が
忠
誠
を
表
面
す

る
た
め
の
、
重
要
な
政
治
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
然
し
西
周
末

期
に
は
、
こ
の
よ
う
な
重
要
な
意
味
が
弱
ま
り
、
単
な
る
慣
用
的
な
語
に
堕
し

て
し
ま
っ
た
。
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