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李
朝
時
代
の
葦
魚
に
つ
い
て
（
追
補
）

可

児

弘

明

拙
稿
「
李
朝
時
代
の
葦
魚
に
つ
い
て
」（『
史
学
』
七
九
巻
三

号
）
発
表
後
、
文
学
部
野
村
伸
一
教
授
か
ら
中
宗
實
録
、
中
宗
一

〇
年
（
一
五
一
五
）
閏
四
月
の
記
事
中
に
葦
魚
（
え
つ
）
に
関
す

る
記
述
が
あ
る
旨
教
え
て
頂
い
た
（
1
）
。
す
な
わ
ち
巻
二
二
、
閏
四
月

甲
戌
の
條
に
あ
る
次
の
一
件
で
あ
る
。

甲
戌
、
行
卒
哭
祭
于
永
慶
殿
、
是
日
百
官
脱

、
着
白
衣
烏

紗
帽
黒
角
帯
、
臺
諌
啓
曰
、
司
甕
院
捉
進
上
葦
魚
時
、
承
政

院
於
卒
哭
前
折
簡
求
之
、
沈
醢
而
蔵
之
以
供
後
日
之
食
、
此

人
等
在
喉
舌
之
地
、
其
所
為
如
此
、
不
可
在
職
、
請
盡

、

七
啓
、
不
允
（
四
丁
表
）

甲
戌
の
日
、
王
宮
の
永
慶
殿
に
お
い
て
卒
哭
祭
が
執
行
さ
れ
た
。

こ
の
日
喪
明
け
と
な
り
、
百
官
は
白
衣
・
烏
紗
帽
・
黒
角
帯
を
着

け
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
卒
哭
を
待
た
ず
、
承
政
院
は
折
簡

を
送
り
、
王
宮
の
食
材
を
調
達
す
る
役
目
の
司
甕
院
が
漁
獲
し
進

か
い

上
し
て
き
た
葦
魚
を
求
め
、
醢
（
塩
辛
）
に
し
て
後
日
の
食
に
備

え
た
の
で
あ
る
。
臺
諌
は
こ
れ
ら
官
員
は
王
命
を
出
納
す
る
立
場

に
あ
る
が
、
そ
の
振
舞
い
は
か
く
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
も
は

や
そ
の
職
に
留
め
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
そ
の
全
員
の
召

喚
を
王
に
何
度
も
求
め
た
。
と
こ
ろ
が
王
の
許
し
が
下
ら
な
か
っ

た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

晩
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
は
葦
魚
が
産
卵
の
た
め
川
上
り
を
し

て
く
る
時
季
で
あ
る
。
後
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
柳
得
恭
（
一
七

四
八
年
生
れ
）
の
『
京
都
雑
志
』
巻
一
に
、
司
甕
院
が
漢
江
下
流

の
幸
州
付
近
に
お
い
て
網
で
葦
魚
を
漁
獲
し
宮
中
に
進
上
す
る
こ

と
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
中
宗
の
時
代
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
沈
醢
」
と
は
、
魚
貝
の
切
身
に
塩
を
ま
ぶ

し
て
漬
け
た
塩
辛
の
類
で
あ
る
。
魚
の
塩
漬
け
と
も
と
れ
る
し
、

塩
漬
け
す
る
作
業
自
体
を
指
す
と
し
て
も
不
都
合
で
は
な
い
。
李

研
究
余
滴

李
朝
時
代
の
葦
魚
に
つ
い
て
（
追
補
）

一
九
九
（
一
九
九
）



朝
時
代
に
は
常
備
す
る
基
本
食
品
の
一
つ
と
し
て
多
種
類
の
醢

（
ジ
ョ
ッ
カ
ル
、
塩
辛
）、
食
醢
（
シ
ッ
ヘ
、
シ
ッ
ケ
、
な
れ
ず

し
）
が
漬
け
ら
れ
た
。
姜
仁
姫
氏
は
李
朝
時
代
に
醢
の
種
類
が
多

く
な
っ
た
と
い
ゝ
、
班
家
の
春
は
醤
を
漬
け
た
り
、
塩
辛
と
醤
油

漬
け
を
つ
く
る
の
に
大
忙
し
で
あ
っ
た
と
書
い
て
い
る
（
2
）
。
ま
た
宮

中
に
お
い
て
も
、
王
が
臣
下
に
下
賜
す
る
食
品
す
な
わ
ち
「
封

せ
い

せ
い

送
」
中
に
、
え
つ
（
�
語
は
�
・
�
）
を
ワ
ラ
で
編
み
繋
い
で
塩

漬
け
に
し
た
も
の
が
あ
っ
た
（
3
）
。
さ
ら
に
え
つ
は
旧
三
月
、
そ
の
月

の
初
物
と
し
て
宗
廟
に
備
え
る
薦
新
品
の
一
品
で
あ
っ
た
（
4
）
。
え
つ

が
晩
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
味
の
良
い
歳
時
の
魚
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。

問
題
は
承
政
院
の
「
沈
醢
」
が
国
喪
の
明
け
る
前
で
あ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
国
喪
と
は
、
同
年
閏
四
月
丙
丁
、
兵
曹

判
書
申
用
漑
啓
曰
中
に
記
さ
れ
て
い
る
「
恭
恵
王
后
国
葬
」（
四

丁
裏
）
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
臺
諌
が
糾
弾
し
た
の
は
国
王
の
秘
書
機
関
で
あ
る
承
政
院

長
官
す
な
わ
ち
都
承
旨
（
品
階
は
正
三
品
）
の
孫
仲
暾
以
下
、
左

承
旨
の
金
謹
思
、
右
承
旨
の
方
有
寧
、
左
副
承
旨
の
趙
舜
、
右
副

承
旨
の
李
�
、
同
じ
副
承
旨
の
許

等
承
政
院
の
ト
ッ
プ
で
あ
っ

た
。
ま
さ
に
王
命
を
伝
え
る
「
喉
舌
之
地
」
に
あ
る
高
官
で
あ
る
。

臺
諌
の
糾
弾
に
た
い
し
て
、
同
日
（
甲
戌
）
孫
仲
暾
ら
は
「
司

甕
院
捉
葦
魚
時
、
院
以
緜
布
貿
易
沈
醢
、
已
有
年
例
、
故
掌
務
書

吏
以
為
有
例
請
買
之
、
臣
等
不
能
詳
察
、
請
避
嫌
。
傳
曰
、
勿

避
」（
四
丁
表
）
と
あ
る
よ
う
に
、
司
甕
院
が
葦
魚
を
獲
っ
た
時

に
綿
布
を
以
て
葦
魚
を
入
手
、
塩
漬
け
に
す
る
の
は
承
政
院
毎
年

の
し
き
た
り
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
担
当
の
書
吏
が
年
例
に
よ

っ
て
求
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
自
分
た
ち
は
そ
れ
を
十
分
監
督
で

き
な
か
っ
た
と
事
情
を
釈
明
し
、
嫌
疑
を
退
け
ら
れ
る
よ
う
王
に

上
奏
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
聞
き
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

翌
乙
亥
の
日
、「
臺
諌
請

承
旨
等
、
不
允
」
す
な
わ
ち
臺
諌

は
重
ね
て
承
旨
ら
の
召
喚
を
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
も
ま

た
王
の
許
し
が
出
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
翌
日
（
丙
子
）
に

な
っ
て
王
命
が
下
り
、「
傳
曰
、
承
旨
、
皆
當

差
、
速
召
吏
曹

差
出
」（
四
丁
表
）、
す
な
わ
ち
承
旨
全
員
召
喚
に
相
当
す
る
こ
と

を
認
め
、
内
務
と
文
官
人
事
を
職
務
と
す
る
吏
曹
に
た
い
し
速
や

か
に
召
喚
す
る
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
慶
世
昌
を

後
任
の
都
承
旨
と
す
る
他
、
承
政
院
ト
ッ
プ
の
人
事
を
刷
新
し
、

ま
た
別
に
尹
殷
輔
を
新
し
い
司
諌
院
長
官
（
大
司
諌
）
に
任
命
し

た
の
で
あ
る
。

孫
仲
暾
ら
に
科
す
る
処
罰
が
決
っ
た
の
は
、
甲
戌
か
ら
数
え
て

六
日
目
に
当
る
閏
四
月
庚
辰
の
日
で
あ
る
。「
憲
府
啓
曰
、
孫
仲

暾
・
金
謹
思
・
方
有
寧
・
趙
舜
・
李
�
・
許

、
注
書
沈
義
欽
・

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

二
〇
〇
（
二
〇
〇
）



安
秀
良
等
、
於
國
喪
卒
哭
内
、
求
請
魚
物
、
以
為
後
日
用
地
、
罪

杖
八
十
、
奪
告
身
三
等
入
啓
」（
八
丁
裏
）
と
あ
る
よ
う
に
、
司

憲
府
は
承
政
院
の
ト
ッ
プ
六
人
だ
け
で
な
く
、
そ
の
下
に
あ
っ
て

承
政
院
の
記
録
を
掌
る
注
書
（
正
七
品
）
に
ま
で
処
分
を
及
ぼ
し
、

杖
八
〇
回
の
上
、
品
階
を
三
等
下
げ
る
よ
う
上
申
し
た
の
で
あ
る
。

「
告
身
」
は
官
告
、
任
命
書
の
意
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
文
脈
か

ら
照
ら
し
て
官
職
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

品
階
を
三
等
下
げ
る
と
、
正
三
品
で
あ
っ
た
都
承
旨
は
従
三
品
、

正
四
品
と
下
っ
て
い
き
、
結
局
次
の
従
四
品
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

右
の
上
申
に
た
い
し
て
、
伝
達
さ
れ
た
王
の
諭
旨
は
「
傳
曰
、
送

西
」（
同
前
）、
す
な
わ
ち
西
班
（
武
班
）
に
左
遷
す
る
と
い
う
緩

や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
伝
旨
の
い
う
「
送
西
」
に
つ
い
て
は
、

旧
稿
と
同
様
に
朴
羊
信
教
授
を
煩
わ
す
仕
儀
と
な
っ
た
。
朴
教
授

の
教
示
に
よ
る
と
、
と
り
あ
え
ず
西
班
に
つ
か
せ
て
お
く
が
、
必

ず
し
も
軍
職
の
実
務
に
つ
か
せ
る
わ
け
で
は
な
く
、
後
日
復
職
な

い
し
他
の
文
官
職
に
つ
か
せ
る
ま
で
西
班
で
待
機
さ
せ
て
お
く
と

い
う
含
み
で
の
任
免
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
王
が
再
参
に
わ
た
り
臺
諌
の
上
申
を
却

け
た
こ
と
や
結
局
軽
い
刑
量
で
落
着
し
た
こ
と
を
ど
う
理
解
す
れ

ば
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

卒
哭
祭
を
待
た
ず
に
承
政
院
が
葦
魚
を
醢
に
し
た
廉
で
承
政
院

の
高
官
が
処
罰
さ
れ
た
こ
の
一
件
を
総
括
し
て
み
る
と
、
葦
魚
を

醢
に
し
た
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
に
よ
る
と
い
う
よ
り
、
そ
の
行

為
が
埋
葬
後
死
者
の
霊
を
安
ん
ず
る
た
め
定
時
な
く
哭
す
べ
き
期

間
の
う
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
不
謹
慎
で
あ
り
、
儒
教
的
な
礼
に
反

す
る
所
為
と
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
朝
夕
の
定
時
に
哭
す
る

だ
け
に
移
る
卒
哭
祭
に
先
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
所
為
に

た
い
し
司
憲
府
は
承
旨
ら
を
召
喚
す
る
下
命
を
度
重
な
り
王
に
上

申
し
た
の
で
あ
る
が
、
王
命
が
「
七
啓
、
不
充
」（
甲
戌
）、「
請

承
旨
等
、
不
充
」（
乙
亥
）
と
当
初
の
う
ち
処
分
即
決
を
避
け
、

最
後
に
な
っ
て
「
送
西
」
と
い
う
こ
と
で
よ
う
や
く
落
着
を
み
た

の
で
あ
る
。

こ
の
経
緯
を
監
察
の
司
憲
府
と
諌
諍
の
司
諌
院
に
よ
る
臺
諌
制

度
が
異
常
な
く
機
能
し
て
い
た
証
と
し
て
評
価
を
下
す
対
応
も
研

究
者
の
一
つ
の
立
場
で
あ
る
。
ま
た
、
承
政
院
ト
ッ
プ
の
総
入
れ

替
え
と
同
時
に
行
わ
れ
た
新
し
い
大
司
諌
の
任
命
（
丙
子
）、
な

ら
び
に
新
任
都
承
旨
に
た
い
し
即
座
に
な
さ
れ
た
「
智
識
暗
浅
、

規
模
狭
隘
、
不
合
是
任
」（
丙
子
）
と
い
う
異
議
な
ど
に
つ
な
が

る
未
知
の
事
情
に
よ
る
可
能
性
を
仮
定
し
て
、
政
治
史
的
に
問
題

を
掘
り
起
こ
す
冒
険
的
対
応
も
ま
た
研
究
者
の
別
の
一
つ
の
立
場

で
あ
る
。

し
か
し
、
政
治
史
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
離
れ
、
朝
鮮
史
の
門
外
漢

李
朝
時
代
の
葦
魚
に
つ
い
て
（
追
補
）

二
〇
一
（
二
〇
一
）



で
あ
る
こ
と
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、
食
文
化
史
的
な
視
点
で
こ
の

一
件
を
考
え
て
み
た
い
の
が
筆
者
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本

で
は
葦
魚
の
仲
間
で
あ
る
え
つ
が
漁
獲
後
調
理
が
急
が
れ
る
魚
と

さ
れ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
が
頭
か
ら
離
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
え

つ
の
生
息
は
日
本
で
は
有
明
海
の
湾
奥
部
と
そ
こ
に
流
れ
込
む
筑

後
川
、
六
角
川
の
下
流
に
限
ら
れ
る
。
え
つ
が
漁
獲
後
死
に
や
す

く
、
待
っ
た
な
し
に
料
理
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
江
戸
前
期
の

儒
学
者
、
本
草
学
者
で
あ
る
貝
原
益
軒
（
一
六
三
〇
〜
一
七
一

四
）
の
昔
か
ら
い
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
大
和
本

草
』
巻
一
三
、「
え
つ
」
の
項
で
、
筑
後
柳
川
、
肥
前
寺
江
に
い

る
え
つ
を
鱠
、
さ
し
み
、
か
ま
ぼ
こ
、
あ
ぶ
り
物
と
し
て
食
す
る

が
、「
味
か
ろ
く
し
て
脆
く
美
な
り
、
多
く
食
ふ
べ
し
」
と
い
ゝ
、

さ
ら
に
「
夏
多
し
。
あ
み
に
か
ゝ
れ
ば
う
ご
か
ず
。
死
し
や
す
し
。

早
く
く
さ
る
」（
国
書
刊
行
会
刊
『
益
軒
全
集
』
巻
之
六
、
一
九

七
三
年
、
三
二
九
〜
三
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
筑
前

福
岡
藩
士
で
あ
っ
た
益
軒
は
筑
後
川
方
面
の
事
物
に
通
暁
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

後
年
の
え
つ
料
理
は
、
筑
後
川
を
遡
上
す
る
え
つ
を
流
し
刺
網

で
獲
っ
て
、
背
ご
し
の
刺
身
、
空
揚
げ
、
南
蛮
漬
、
粕
漬
に
す
る

の
で
あ
る
が
、
網
か
ら
上
げ
る
と
す
ぐ
死
ぬ
た
め
、
や
は
り
漁
獲

後
す
ば
や
く
料
理
す
る
の
だ
と
さ
れ
る
（『
福
岡
県
百
科
事
典
』

上
巻
、
西
日
本
新
聞
社

一
九
八
二
年
、
二
一
四
頁
）。
え
つ
料

理
の
こ
の
特
性
を
例
に
借
り
て
い
え
ば
、
中
宗
の
世
に
お
い
て
も

葦
魚
の
す
ば
や
い
処
理
が
必
須
で
あ
る
こ
と
は
知
れ
渡
っ
て
い
た

に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
川
上
り
し
て
く
る
葦
魚
を
鱠
に
し
て

食
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
5
）
。

葦
魚
が
味
の
よ
い
歳
時
の
魚
と
し
て
も
て
映
や
さ
れ
た
こ
と
や
、

漁
期
と
は
い
え
予
告
な
く
川
上
り
し
て
く
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
漁

獲
す
れ
ば
即
刻
処
理
す
る
こ
と
が
不
可
避
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、

葦
魚
特
有
の
事
情
三
件
を
斟
酌
し
て
臆
す
こ
と
な
く
推
測
す
る
と
、

次
の
仮
説
に
到
達
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
司

甕
院
の
葦
魚
進
上
に
際
し
、
承
政
院
が
葦
魚
の
一
部
を
入
手
し
、

即
刻
塩
に
漬
け
る
こ
と
が
一
種
特
権
的
に
黙
許
さ
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
。
承
政
院
は
「
葦
魚
沈
醢
」
が
年
例
で
あ
っ
た
と
主

張
し
て
い
る
が
、
あ
な
が
ち
言
い
分
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
て
な
ら
な
い
。

一
一
代
王
中
宗
の
一
〇
年
、
承
政
院
の
官
員
ら
が
卒
哭
祭
の
終

了
を
待
た
ず
に
葦
魚
を
塩
漬
け
に
し
た
一
件
で
、
王
が
葦
魚
を
珍

重
す
る
あ
ま
り
臺
諌
の
進
言
を
却
け
、
関
係
官
員
の
解
任
を
許
さ

な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
朝
鮮
食
文
化
史
上
、
食
が
国
家
規
範
を
凌

駕
し
た
一
種
爽
快
な
で
き
ご
と
と
し
て
定
位
で
き
る
に
ち
が
い
な

い
。
し
か
し
王
の
下
命
を
辿
っ
て
い
く
と
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た

史

学

第
八
二
巻

第
一
・
二
号

二
〇
二
（
二
〇
二
）



よ
う
で
あ
る
。
筆
者
は
承
政
院
の
主
張
す
る
「
已
有
年
例
」
あ
る

い
は
「
有
例
請
買
」
を
食
材
で
あ
る
葦
魚
を
取
扱
う
特
殊
な
条
件

が
認
識
さ
れ
て
い
て
、
承
政
院
の
行
う
随
時
沈
醢
が
暗
黙
の
う
ち

に
了
解
さ
れ
て
い
た
慣
例
が
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
王

命
の
遅
疑
あ
る
い
は
情
状
酌
量
的
な
処
分
に
つ
な
が
っ
た
と
仮
説

的
に
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

野
村
教
授
の
ご
厚
情
に
い
さ
さ
か
で
も
答
え
よ
う
と
発
奮
し
て

取
り
組
ん
で
み
た
も
の
の
、
も
と
も
と
朝
鮮
史
に
門
外
漢
で
あ
る

筆
者
の
無
知
を
露
呈
し
、
却
っ
て
失
礼
を
招
く
結
果
に
終
わ
る
こ

と
を
お
そ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
終
わ
り
に
、
野
村
教
授
な
ら
び
に

朴
羊
信
教
授
か
ら
い
た
だ
い
た
学
恩
、
そ
れ
に
前
回
同
様
朴
教
授

に
仲
介
の
労
を
と
っ
て
下
さ
っ
た
敬
愛
大
学
国
際
学
部
�
田
教
授

の
御
厚
意
に
た
い
し
深
く
感
謝
し
ま
す
。

註（
１
）
野
村
伸
一
『
東
シ
ナ
海
文
化
圏

東
の
〈
地
中
海
〉
の
民
俗
世

界
』
講
談
社

二
〇
一
二
年
、
一
八
四
頁
。

（
２
）
姜
仁
姫
著
、
玄
順
恵
訳
『
韓
国
食
生
活
史
―
原
始
か
ら
現
代
ま

で
』
藤
原
書
店

二
〇
〇
〇
年
、
二
二
〇
頁
。

（
３
）
同
前
、
二
八
〇
〜
八
二
頁
。
塩
漬
け
以
外
に
乾
し
た
も
の
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
４
）
尹
瑞
石
著
、
佐
々
木
道
雄
訳
『
韓
国
食
生
活
文
化
の
歴
史
』
明

石
書
店

二
〇
〇
五
年
、
四
四
三
頁
。

（
５
）
佐
々
木
道
雄
著
『
朝
鮮
の
食
と
文
化
―
日
本
・
中
国
と
の
比
較

か
ら
見
え
て
く
る
も
の
―
』
む
く
げ
の
会
（
神
戸
）
一
九
九
六
年

は
、
韓
国
で
は
良
い
ジ
ョ
ッ
カ
ル
を
作
る
た
め
に
は
獲
れ
た
て
の

新
鮮
な
魚
を
す
ぐ
塩
に
漬
け
る
こ
と
が
必
要
と
認
識
さ
れ
て
い
る

と
言
っ
て
い
る
（
二
〇
七
頁
）。
葦
魚
の
即
刻
沈
醢
を
理
解
す
る
参

考
に
な
る
。

李
朝
時
代
の
葦
魚
に
つ
い
て
（
追
補
）

二
〇
三
（
二
〇
三
）


