
「
湖
」

を

ミ

ナ

ト
と
訓

む

こ
と

吉

野

政

治

[要
旨
]
甲
類

の
ト
の
表
わ
す
意
味

の
中

に
出
入

口

の
意

の
ト

(
門
)
と
場
所

・
所

の
意

の
ト

(処
)
が
あ

る
が
、
同

じ
く
甲
類

の
ト
を
構
成
要
素

と
し

て
持

つ
ミ
ナ
ト

(
ミ
は
水
、

ナ
は
連
体
格
助

詞
)

に
も

「
ミ

+
ナ
+
ト

(門
)
」
と

「
ミ
+
ナ
+
ト

(処
)
」

を
認
め
る

こ
と
が

で
き

る

の
で
は
な

い
か
。
前
者

は
河

口
や
湾

口
や
海
峡

な
ど
水

の
出
入

口
を
指
す
語

で
あ

る
の
に
対
し
、
後
者

は
湖

や
入
江
な
ど

の
水

の
溜
ま

り
場

や
陸
地

に
入
り
込

ん
だ
水
域

な
ど
を
指

す
語

で
あ

り
、

「水
門

」
「
水
戸
」
が
前
者

の
た
め

の
正
訓
字

で
あ
る

の
に
対
し

て
、

「
湖
」

は
後
者

の
た
あ

の
用
字

で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

[キ
イ

・
ワ
ー
ド
]

ト

(処
)

・
ミ
ナ
ト

・
湖

は
じ
め

に

ミ
ナ
ト
は

「
ミ

[水
]

+
ナ

[連
体
格
助
詞
]

+
ト
」
と
分
析

さ
れ

(
ナ
を
介

さ
な

い
ミ
ト
も
特

に
区
別
す

る
必
要

の
な

い
場
合

は
ミ
ナ
ト
に
含

め

て

言

う
)、

そ

の
ト
は
ト

[門
]

と
解
す

る
の
が

一
般

で
あ
る
が
、
本
稿

で
は
上

代

に
お

い
て

「
湖
」

が
そ

の
用
字
と
し

て
用
い
ら
れ

て
い
る

こ
と
か

ら
、

河

口
や
湾

口
ま
た
海

峡
な
ど
水

の
出
入

口
を
意
味
す

る

「
水

な
門
」
と

は
別

の
、
湖

や
池

な
ど
四
面
を
堤

で
包
ま
れ
た
水

の
溜
ま

り
や
入
江

な
ど
陸
地

に

「湖
」
を
ミ
ナ
ト
と
訓
む
こ
と

一
一



「
湖
」
を
ミ
ナ
ト
と
訓
む
こ
と

一
二

入
り
込
ん
だ
水
域
を
意
味
す

る

「
水
な
処
」
と

い
う
語

の
存
在
を
も

認
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

1

「
潮
」

の
扱

い
に

つ
い
て

-

山

田

・
澤
瀉
説

の
確

認

-

先
ず
ミ

ナ
ト
と
訓
む

「
湖
」

の
例
を
列
挙

し
て
お
き
た
い
が

、

そ

の
前

に
解
決
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題

が
あ

る
。
例

え
ば

、
『
萬
葉

集
』

巻
三

の
二
五
三
番
歌

は
、

い
な

ひ

の

も

ゆ
き
す
き
が
て

に

お
も
へ
れ
ば

こ
こ
ろ
こ
ひ
し
き
か

こ

の
し
ま

み

ゆ

み
と
み
ゆ

稲
日
野
毛
去
過
勝
爾
思
有
者
心
戀
敷
可
古
能
島
所
見

=
云
湖
見

と

い
う

の
が
現
在

一
般

に
採
用

さ
れ
て
い
る
本
文

と
訓
み
の
形

で
あ
り
、
結
句

「
一
云
」

の

「
湖
」

は
本
稿

で
取

り
上
げ

よ
う
と
す
る
例

の

一
つ
と
な
る

が
、
寛
永
版
本

で
は

「
湖
」
を

「
潮
」

に
作

り
、
古

写
本

で
も
類
聚
古
集

・
紀
州
本

・
西
本
願
寺
本

・
温
故
本

・
大
矢
本

・
京
都
大

学
本

が

「
湖
」

に
作

る
も

の
の
、
細
井
本

に
は

「
潮
」

と
あ

る
。

こ
の
よ
う
に

「
潮
」

に
作
る
写
本

・
版
本
を
持

つ
例
を
ど

の
よ
う
に
考

え
る
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
し
か

し
、
幸

い
な

こ
と

に
、

こ
の
問
題

に

つ
い
て
は
、
山

田
孝

雄

『
萬
葉
集
講
義
』

に
そ
れ
ま

で
の
説

に

つ
い
て
の
紹
介

と
そ
れ
に
対

す
る
批

判
が
あ

っ
て
、

自
説
が
展
開

さ
れ
て
お

り
、

さ
ら
に
そ
れ
を
受

け
て
澤
瀉

久
孝

『
萬
葉
集
注
釈
』

に
山
田
説

の

一
部

に

つ
い
て
の
修
正

が
主

張
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
両
氏

の
考
察

で
検
討
さ
れ
る

べ
き
点

は
尽

く
さ
れ
、
最
終
的

に
従
う

べ
き
結
論
も
得
ら
れ

て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
、
少

し
長
く

な
る
が
次

に
引
用
す
る
。

両
氏

の
見
解

は
、
右

の
二
五

三
番
歌

の
結
句

に

つ
い

て
の
注

に
見
え
る
も

の
で
あ

る
。

先
ず
、
山

田
氏

の
見
解

は
次

の
と
お
り

で
あ
る

(
三
段

に
分
か
ち
、
各
段

に
番
号
を
付
す
)
。

①

=
五
潮
見

こ
れ
は

「可
古
能
島
所

見
」

と

い

へ
る
を

一
本

に

「
可
古
能
潮
見
」
と
あ

る
由
を
注

せ
る
な
ら
む
が

「
潮
見
」
を
如
何

に
よ
む

べ
き

か
。

…

(古

写
本

に
お
け
る

「
潮
」

字

の
校
異
が
述

べ
ら
れ

て
い
る
が
、
前
述
し

た
の
で
略
す
)

…
。
而

し

て
京
都

大
学
本

に
は

「
ウ
ミ
ミ

ユ
」

と
訓
を
施

せ
る
が
、
他

の
古

写
本

に
は
訓
な
し
。
契
沖
は
潮
字
を

「
ミ
ナ
ト
」
と
も

「
ハ
マ
」

と
も

「
シ
ホ
」

と
も
よ
む

べ
き
由
を

い
ひ
て
断
案

を
下

さ
ず
。
童
蒙
抄

は

「
ウ
ミ
ミ

ユ
」
と
よ
み
、
考

に
は

「
湖
見
」

の
誤
と

し
て

「
ミ
ナ
ト
ミ

ユ
」

と
よ
み
、

槻
落

葉
は

「
湖
見
」

の
誤
と
し

て



「
ミ
ト
ミ

ユ
」

と
訓
し
た
る
が
、
略
解
、
攷
證
以
下

は
考

の
説

に
よ
れ

り
。

②

さ
て
こ
の
字

は
本

に
よ
り

て

「
潮
」
と
も

「
湖
」
と
も
書
け

る
が
、
先
づ

「
潮
」
字

に

つ
き

て
考

ふ
る
に
、

こ
れ
を
文
字
通

り
に

「
し

ほ
」
と

よ

み
て
は
全

く
意

通
ぜ

ね
ば
、

そ

の
意

に
は
あ
ら
ざ

る
べ
き

こ
と
明
ら
か
な

り
。
然

る
に
本
集
又
他

の
古

書
中

往
々

「
潮
」
字
を

「
ミ
ナ
ト
」
と

よ

む

べ
き
場

所

に
用
ゐ
た

る
あ

り
。

…

(例
略
)
…
。
然

れ
ど
も
、
「
潮
」
字

は
今

の
ま
ま

に
て
は
如
何

に
し

て
も

「
ミ
ナ
ト
」

と
よ
む

べ
き
理
由

、

を
発
見

せ
ず
。

さ
れ
ば
古

写
本

に

「
湖
」

と
あ
る
が
正
し
く

て

「
潮
」
は

そ
の
誤
字

な
り
と

い
ふ
説
、
槻
落
葉

は
じ
め
諸
家

の
唱
ふ
る
所
な
り
。

さ
ら
ば

「湖
」

字
と
せ
ば
如
何

に
と
い
ふ
に
、
「
湖
」

の
字
も

又
集
中

に

「
ミ
ナ
ト
」

の
義

に
用

ゐ
た
る
所
少

な
か
ら
ず
。
さ

て

「
湖
」

に
は
果

し

て

「
ミ
ナ
ト
」

と
よ
む

べ
き
理
由

あ
り
や
。

「
湖
」

は
通
常

「
ミ
ズ

ウ
ミ
」
と
訓

ず
る
も

の
に
し

て

「
ミ
ナ
ト
」

と
よ
ま
む

は
不
審

な
る
が
如

し
。
然
れ
ど
も
、
説
文
を
見

れ
ば
、
「
湖
大
陂
也
」
と
あ
り

て
、
本
義
は

「
ミ
ズ
ウ
ミ
」

の
義

に
あ

ら
ず
。
或

は
そ
の
大
陂

の
義
よ
り
、
「
ミ
ナ
ト
」

の
訓
を
加

へ
し
な
ら
む
。

し
か

ら
ば
義
訓
と

い
ふ

べ
き

に
似
た
り
。
然
れ
ど
も
或

は
支
那

に
こ
の
六
朝
時
代

の
俗
用
を
伝
襲
せ
し
も

の
な
ら
む
か
。

な
ほ
考

ふ

べ
し
。

③

か
く

て

「
湖
」

に
は

「
ミ

ナ
ト
」

の
訓
あ

る
も
の
と
せ
む

に
、
「
潮
」

は
如

何

に
と

い
ふ
に
、

こ
れ

に
は
如
何

に
し

て
も

「
ミ

ナ
ト
」

の
訓

の
出

づ

べ
き
点
を
見
ず
。
然
ら
ば
、

こ
れ
を
誤
写
な

り
と
す

べ
き
か

と
い
ふ
に
、
萬
葉
集

の
み

に
あ
ら
ず
、
風
土
記
霊
異
記
ま

で
も

一
斉

に
か
く
あ
れ

ば
誤
写
な
り
と

い
ふ

に
は
あ
ま
り

に
普
遍
的
と

い
は
ざ

る
べ
か
ら
ず
。

こ
れ
に
よ
り

て
多
年

疑
問
と
せ
し
が
、
徳
富
蘇
峰
氏
蔵

の
長
暦
五
年
正
月

書

写
の
大
唐
西
域

記
巻
十

を
閲
覧
せ
し

に
、
そ

の
理
由
を
さ
と
り
得

た
り
。

こ
の
書

に
は

「潮

波
交

帯

城

邑
」
と

い
ふ
文
字
を
記
し

て
、

そ

の

「
潮
波
」

と
い
ふ
文
字

に

コ

ハ
と
い
ふ

フ
リ
ガ

ナ
を
施
せ
り
。
而
し

て
、

こ
は
正

し
く
は

「
湖
波
」

と
あ
る

べ
き
所
な
り
。

こ
れ

に
よ

り
て
考

ふ
る
に
、
萬
葉
集
風
土

記
霊

異
記
よ
り
、

こ
の
長
暦

の
頃

に
至

る
ま

で
の
人

は

「
湖
」

と
か

く
も

「潮
」

と
か
く
も
同
字
な
り
と
心
得
た

る
も

の

な
ら
む
。
否

こ
の
時
代

に
は
類
似

の
文
字

を
ば
、
そ

の
文
字

の
繁
簡

に
よ
り

て
、
同
義

に
用

ゐ
て
し
か
も
多
少
気
分

の
上

に
使

い
分
け
た

る
も

の

な

る
が
如
し
。
…

(中
略
)

…

「潮
」

は

「
湖
」

の
別
体

に
し

て
、
し
か
も

そ
の
荘
重
な

る
体

な
り
と
い
ふ
意
識
を
有

し
た
り
し
も

の
と
考

へ
ら

る
。
か
く
考

ふ
る
と
き

は

「
潮
」
を

「
ミ
ナ
ト
」

に
用
ゐ
る
は
、
当
初
よ
り
し
か
書
き
た
り
し
も

の
に
し
て
、
伝

写
の
際

に
訛
り
し
も

の
と
も

い

「
湖
」
を
ミ
ナ
ト
と
訓
む
こ
と

一
三



「湖
」
を
ミ
ナ
ト
と
訓
む
こ
と

一
四

ふ
を
得
ざ

る
な
ら
む
。

す

な
わ
ち
、
山
田
氏

の
見
解
は
、

「湖
」

は

ミ
ナ
ト
と
訓
む

こ
と

が
で
き
る
文
字

で
あ
る
が
、
「
潮
」

に
は

ミ
ナ
ト
と
訓
む
根
拠

は
な

い
。
し

か
し
、

「
湖
」

の
別
体

の
字

で
あ

る
と

い
う
意
識

が
あ
り
、
そ
れ

に
よ

っ
て

「
潮
」
も
ま

た
ミ
ナ
ト
と
訓
む
も

の
と
考

え
ら
れ
る
、

と

い
う
も

の
で
あ
る
。

こ
の

後
半
部
分

(引
用

の
③
段
)

に
対

し
て
、

澤
瀉
氏

は
次

の
よ
う

に
批
判
さ
れ
た
。

「
み
な
と
」

の
文
字
流
布
本

に
は

「
潮
」

と
あ
る
が
、
類
聚
古
集
そ

の
他

の
古
本

に

「
湖
」

と
あ

る
に
よ
る

べ
き

で
あ
る
。
ミ

ナ
ト
と
訓
む

べ
き
場

合

に
、
播
磨
風
土

記
に
も
賀
古

郡

の
條

に
林
潮
、
餝
磨
郡

に
継
潮
な
ど

「
潮
」
と
あ

り
、
集
中

に
も
同
様

の
例

が
多

い

の
で
、
訓
義
辨
證

に
は
潮
を

湖

の
義

に
用
ゐ
、

ミ
ナ
ト
と
訓
む

べ
き
だ
と
述

べ
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
集
中

の
例
を

一
々
調

べ
て
も
、

ミ
ナ
ト
と
訓
む

べ
き
場
合

に

「
潮
」
と
あ

る
本

が
あ

つ
て
も
、
古
本

の
ど
れ
か

に
は
必
ず

「
湖
」
と
あ

る
の
で

「
潮
」

は

「
湖
」

の
行
書
体

「
湖
」

が

「
湖
」
と
な
り

「
潮
」

の
草
體

に
誤

つ
た
も

の
と
思

は
れ
る
。

し
か
も

「
湖
」

の
字

に
限
り

「
潮
」
と
あ

る
例
極
あ

て
多

く
、
霊
異

記

(
下
、

第
廿
五
話
)

に
も
そ

の
例
が
あ

る
の
で
、
講
義

に

は
…

(
中
略
)

…
、

こ
れ
は
誤
写

で
は
な

く
當
初

よ
り
、
「
潮
」
と
書

い
た
も

の
で
あ
ら
う
、

と
述

べ
ら
れ

て
ゐ
る
。

し
か
し
右

に
述

べ
た
如

く
古

写
本

に

「
湖
」

と
あ
り
、

「
潮
」
と
あ

る
は
確

実
な
筆
冩
年
代
と

し
て
は
長
暦
以
前

に
溯

り
得

な
い
事

は
、
そ

の
頃
両
者

を
通
用
し
た
事

は
あ

つ
た

と
し

て
も
、
そ
れ
は

「
劔
」
を

「
釼
」
と
誤

つ
て
、

そ
れ
を
通

用
し
た

(注

略
)

の
と
同
様
、
中
古
以
後

の
誤
用

で
あ

つ
て
、
萬
葉
當
時

は

「
湖
」

と
書

い
て
ゐ
た
と
思
わ
れ

る
。

す
な
わ
ち
、
澤
瀉
氏

の
見
解

は

「
潮
」

は

「湖
」

の
誤

り
と
考

え
る

べ
き

で
あ
り
、
仮

に

「
湖
」

の
別
体
と

い
う
意
識
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は

中
古
以
後

の
こ
と

で
あ

ろ
う
、
と

い
う
も

の
で
あ

る
。
本
稿

は
、

こ
の
点

に

つ
い
て
は
澤
瀉
氏

の
考
え

に
従

い
た

い
。

2

ミ
ナ
ト
と
訓

ま
れ
る

「湖
」

の
例

さ

て
、
前
節
を
踏
ま
え

て
、
上
代

に
お
け
る
ミ
ナ
ト
と
訓
む

「
湖
」

の
例
と
し

て
以
下

の
も

の
を
掲
げ

る
こ
と
が
で
き
る

(傍
線

箇
所
は
原
文

の
表
記

の
ま
ま
)
。



①
稲

日
野

も
行

き
過
ぎ
か

て
に
思

へ
れ
ば
心
恋
し
き
加
古

の
島
見

ゆ

=
云
湖
見

(萬

3

・
二
五

三
)

②
吾

が
船

は
枚

乃
湖

に
漕

ぎ
泊

て
む
沖

へ
な
さ
か
り
さ
夜

ふ
け

に
け

り

(萬
3

・
二
七

四
)

③
葦
辺

に
は
鶴

が
ね
鳴

き
て
湖
風
寒

く
吹
く
ら
む
津
乎

の
崎

は
も

(萬
3

・
三
五

二
)

④
近
江

の
海
湖

は
八
十

ち
い
つ
く

に
か
君
が
舟
泊

て
草
結
び
け
む

(萬
7

・
=

六
九
)

⑤
大
海

に
嵐

な
吹
き

そ
息
長
鳥

居
名
之
湖
に
舟
泊

つ
る
ま

で

(
萬
7

・
一
一
八
九
)

⑥
吾
が
舟

は
明
石
之
湖

に
漕

ぎ
泊

て
む
沖

へ
な
さ
か
り
さ
夜
ふ
け

に
け
り

(
萬
7

・
一
二
二
九
)

⑦
高
島

の
足
利
湖
を
漕
ぎ
過
ぎ

て
塩
津
菅
浦
今

か
漕
ぐ
ら
む

(萬

9

・

一
七
三
四
)

⑧
湖
葦

に
交
れ

る
草

の
し

り
草

の
人
皆
知

り
ぬ
吾
が
下

思
ひ
は

r

(萬

11

・
二
四
六
八
)

⑨
湖

に
さ
根
ば
ふ
小
菅

ぬ
す

ま
は
ず
君

に
恋

ひ

つ
つ
あ
り
が

て
ぬ
か
も

(萬

11

・
二
四
七
〇
)

⑩
湖
轉

に
満
ち
来

る
潮

の
い
や
ま
し
に
恋

は
ま
さ
れ
ど
忘

ら
え
ぬ
か
も

(萬

12

・
三

一
五
九

)

⑪
此

の
郷

に
川
あ

り

。

其

の
源

は
郡

の
北

の
山

よ
り
出

で
、
南

に
流

れ

て
海

に
入

る
。
年
魚

あ
り
。
同
じ
き
天
皇
、
行

幸
し
し
時
、
其

の
川

の
湖

よ
り
来

て
、

こ
の
村

に
宿
り
ま
し
き
。

(肥
前
国
風
土
記

・
神
崎
郡

三
根
郷
)

⑫
美
濃

の
里

継
湖
。
…
継
湖
と
称

ふ
所
以

は
、
昔
、
此

の
国

に

一
の
死

せ
ぬ
女
あ
り
き
。
そ

の
時
、
筑
紫

の
国

の
火

の
君
等
が
祖
到
来

し
て
、
復

生

か
し
、
仍

り

て
取
ひ
き
。
故
、
継
湖
と
号
く
。

(播
磨
国
風
土
記

・
餝
磨
郡
美
濃
里
)

⑬
此

の
里
に
舟
引
原

あ
り
。

昔
、
神
前

の
村

に
荒
振

る
神
あ

り
て
、
毎

に
行

く
人

の
舟

を
半

ば
留
め
き
。

こ
こ
に
、
往
来

の
舟
、
悉

に
印
南

の
大
津

江

に
留

ま
り
て
、

川
頭

に
上
り
、
賀
意
理
多

の
谷
よ

り
引
き
出

で
て
、
赤
石

の
郡

の
林
湖

に
通
は
し
出
し
き
。

故
、
舟
引
原
と

い
ふ
。

(
播
磨
国
風
土
記

・
賀
古
郡
鴨
波
里
)

⑭

二

つ
の
水
合

ひ
て
、
南

に
流
れ

て
佐
太

の
水
海

に
入

る
。
即
ち
、
水
海

は
周

り
七
里

な
り
。
水
海

は
入
海

に
通
る
。

湖

の
長
さ

一
百
五
十
歩
、
広

さ

一
十
歩

な
り
。

(
出
雲
国
風
土
記

・
秋
鹿
郡
)

「湖
」
を
、、、
ナ
ト
と
訓
む
こ
と

一
五



「湖
」
を
ミ
ナ
ト
と
訓
む
こ
と

一
六

⑮
神
門

の
水
海

よ
り
大
海

に
通

る
湖

は
、
長

さ
三
里
、
広
さ

一
百
廿
歩
な
り
。
此

は
則
ち
出
雲
と
神
戸

と
二

つ
の
郡

の
堺
な
り
。

(
出
雲
国
風
土
記

・
出
雲
郡
)

⑯
香
島
郡

東
は
大
海
、
南
は
下
総
と
常

陸
と
の
堺
な
る
安
是
湖
、
西

は
流
海
、
北
は
那
賀

と
香
島
と

の
堺
な
る
阿
多
可
奈
湖

な
り
。
・:

(中
略
)

・.・

其

の
若
松

の
浦

は
、

即
ち
、
常
陸
と
下
総
と
二

つ
の
国

の
堺
な

る
安
是
湖

の
有

る
所

な
り
。

(常
陸
国
風
土
記

.
香
島
郡
)

『
古
事

記
』

『
日
本

書
紀

』

に
は

「
湖
」

の
字
そ

の
も

の
が
見
ら
れ
な

い
。
ま

た
、
『
風
土

記
』

で
は
ミ
ズ
ウ
ミ
は

「
水
海
」
と
書
か
れ

て
お

り
、
「
湖
」

は
ミ
ナ
ト
の
用
字
と
し

て
の
み
用

い
ら
れ

て
い
る
も

の
で
あ

る
。

さ

て
、

以
上

の
例
に
お

い
て
、
例
⑧
⑨
⑪
は
河

口
を
意
味
し
、
例
②
④
⑤
⑥
⑦
⑩

は
港

(船

泊
場
)
を
意
味
し

て
い
る
も

の
と
思

わ
れ
る
。
例
①
③

は

そ
の
ど
ち
ら
に
も
理
解

で
き

る
。
河

口
に
港

(船
泊
場
)
が
あ
り
、
文
脈

か
ら
だ
け

で
は
そ
の
い
ず
れ
を
意
味
し

て
い
る
か
判
断

で
き
な

い
か
ら

で
あ
る
。

例
⑭

⑮
は

「
湖
」

の

「
長
さ
」

や

「
広
さ
」
が
記

さ
れ

て
お
り
、
湖
水

と
大
海

な
ど
を
結
ぶ
水
路
状

の
も

の
を
指
し

て
い
る
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。
例
⑯

の
常
陸
国
と
下
総
国

と
の
堺

に
な

っ
て
い
る

「
阿
多
可
奈
湖
」
、
下
総
国

と
常

陸
国
と

の
堺

に
な

っ
て
い
る

「
安
是
湖
」

も
ま
た
同
様

に
湖
水

と
大
海

な

ど
を

つ
な
ぐ
水
路
状

の
も

の
を
指
す
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。

た
だ

し
、

「
阿
多
可
奈
湖
」

に
あ
た
る
も

の
は
現
在

は
認

あ
ら
れ
な

い
が
、
古
典
大

系
本

に

言
う
よ
う

に
、
か

つ
て
は
涸
沼

か
ら
海

へ
と
出

る
水
路

が
あ

っ
た
も

の
と
思
わ
れ

る
。

右

の
よ
う

に
、

ミ
ナ
ト
と
訓

む

「湖
」

に
は
、

河
口
を
意
味
す
る
も

の
、
港
を
意
味
す

る
も

の
、
水
路

を
意
味
す

る
も
の

の
三
種
が
認
め
ら
れ
る
が
、

次
節

に
述

べ
る
よ
う

に
、
「
湖
」
字

の
本
義

に
、

よ
り
近

い
の
は
港

を
意
味
す

る
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。
河

口
を
意
味

す
る
も

の
は
、
本
来

「
水
門
」
と

書
か

れ
る
べ
き
も

の
で
あ
り
、
水
路

を
意

味
す
る
も

の
は
水

の
出
入

口
の
意
か
ら
水

の
通
路

の
意

へ
と
拡
大

し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

3

「
湖
」

を
ミ
ナ
ト
と
訓
む
理
由

「
湖
」

を
ミ
ナ
ト
と
訓
む
理
由
を
考
え
る
際

の
参
考

に
な

る
の
は
、
前
引

の
山

田
氏

の

『萬
葉

集
講

義
』

に
も
引
か
れ

て
い
た

『
説
文
』

の

「湖
大
陂

也

」
と

い
う
説
明

で
あ
る
。

山
田
氏

は
こ
れ

に
よ
り
、

「
湖
」

の
本
義

は
ミ
ズ
ウ
ミ

の
意

で
は

な
く
、
大

き
な

ツ
ツ
ミ

(大
陂
)

の
意

で
あ

る
と

さ
れ
、



そ

の
意

に
よ
り

ミ
ナ
ト
の
訓

は
加

え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

し
た
が

っ
て
義

訓
と
考

え
ら
れ
る
と
さ
れ
た

の
で
あ

っ
た
。
意
味
す

る
と
こ
ろ
は

「波

を
防

ぐ

堤

の
意
か
ら
転

じ

て
、

ミ
ナ
ト

・
ミ
ト
の
意

に
用

い
た
」

(古
典
文
学
大
系

萬
葉

集
巻
12

・
三

一
五
九
頭
注
)
と

い

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
、

ミ

ナ
ト

は
港

の
意

で
あ
る
。
本
稿

で
も

『
説
文

』

の

「
湖
大
陂
也
」

に
注

冖日
す

る
が
、
た
だ
、

『説
文

段
注
』

に

「
大
陂
、
謂

二
大
池

一也
」
と
あ

る
よ
う

に
、

「
湖

(大
池
)
」
と

「
陂
」
と

は
、

「
A
は
B

で
あ
る
」

「
B
は
A
で
あ
る
」

と
い

っ
た
、
自
ら
を
持

っ
て
互

い
に
相
手
を
説
明
し

あ
う
と
い
う
説

明

の

仕
方

を
採

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
場
合

は

「陂
、
言
二
其
外
之

障

一。
池
、
言
二
其
中
所
蓄
之
水

己

(
『
説
文
段
注
』

「陂
」
注
)

ま

た

「
凡
經
傳
云
、
陂
池

者
、
兼
言
二
其
内
外

}。
或
分
析
言
之
、
或
擧

一
以
互
見

許
。
池
與
陂
互
訓

渾
言
之

也
」

(同
上
)
と
あ

る
よ
う

に
、
内
側

(
ま
た

は
外

側
)
か
ら

の
視
点

で
名
づ
け

た
も

の
を
、

外
側

(ま
た

は
内
側
)

か
ら

の
視
点

で
説
明
す

る
と
い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、
『
説
文
』

の

「
湖
大

陂
也
」
と

い
う
説
明

は
、

「湖
」

は
周

り
を

ツ
ツ
ミ

(大
陂
)

で
囲

ま
れ
た
も

の
で
あ
る
、
と

い

っ
た
意
味

に
理
解
し
た

い
。

い
ず

れ
に
せ
よ
、
前

節

で
見
た
、

ミ
ナ
ト
と
訓
む

「
湖
」

の
意

味
す
る
も

の
の
う
ち
、
「
湖
」
字

の
本

義

に
、

よ
り
近

い
も

の
は
港
を
意
味
す

る
ミ
ナ
ト

で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
は
同
じ

で
あ
る
が
、
本
稿

で
は

「
湖
」

に
港

の
意

の
ミ
ナ
ト
が
義
訓
と

し
て
結

び

つ
い

て
い
る

の
で
は
な
く
、
湖

の
よ
う
な
形

の
自
然
地
形
を
意
味
す

る
ミ
ナ
ト
と

い
う
和
語
と

「
湖
」

と
が
結
び
付

い
た
も

の
が
、
港

の
意
味

の
ミ
ナ
ト
と
し

て
用

い
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と

い

っ
た
理
解
を

と
り
た
い
。
あ

る
い
は
、
湖

の
よ
う

に
周
り
を
堤

ま
れ

た
水

の
空
間
を
意
味
す

る
ミ
ナ
ト
と
い
う
和
語

が
、

か

つ
て
は
存
在
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ

は

「
水

+

な
+
ト

(
門
)
」
と
分
析
さ
れ
、
水

の
出
入

り
口
を
意
味
す

る
ミ
ナ
ト
と
は
異

な
る
も

の

で
あ
る
。

4

「
水
な
処
」

「
水
な
門
」

の
ト

(門

)
は
甲
類

の
ト
で
あ
る
が
、

甲
類

の
ト
に
は
ま

た
ト

(処

)

の
意
味
が
あ

る
。

カ

マ
ド

[竈
]

(萬

5

・
八
九
二
)

・
コ
モ
リ

ド

[隠
処
]

(萬

11

・
二
四
四
三
)

・
コ
モ
リ
ヅ

(
コ
モ
リ
ド
の
音
転
。
萬

11

・
二
七
九

四
)

・
ク
ミ
ド

[隈
処
↓
寝
所
]
(
記

・
上

)

・
ク

マ
ド

[隈
処
]

(萬

20

・
四
三
五
七
)

・
ネ

ヤ
ド

[閨
処
]

(萬

5

・
九
八

二
)
な
ど

に
現

れ
る
も

の
で
あ
る
。

西
宮

一
民
氏
は
、

こ
の
ト

(処
)
は
単
な
る

「所

・
場
所
」

の
意

で
は
な
く
、

ト

(門
)

と
関
連
づ
け

て

「
出
入
口
の
奥

の
方

に
広
が
り
を
持

つ
地
域

・

「
湖
」
を
ミ
ナ
ト
と
訓
む
こ
と

一
七



「湖
」
を
ミ
ナ
ト
と
訓
む
こ
と

一
八

場
所
」

の
意

で
あ

る
と
さ
れ
た
。

こ
の
ト
と

い
ふ
語
は
、

そ
の
よ
う
な
接
点

(引

用
者
注

「出
入

口
」

の
こ
と
)

の
み
を
表
は
す
も

の
で
は
な
か

つ
た

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
出
入

口

が
あ
る

こ
と

は
、

そ
の
奥

の
方

に
広
が

る
場
所

が
あ
る
こ
と
を
予
想

さ
せ
る
。

人
家

で
い

へ
ば
、
「
門
」

は
外
郭

の
出
入

口
で
あ

つ
て
、

「門
」

が
あ

る

こ
と

は
そ

の
内
部

に
家

の
あ
る

こ
と
を
当
然

示
し

て
い
る

の
で
あ
る
。

「
門
戸
」
と

い
ふ
漢
語
が

そ
れ
を
意
味
す

る
。

こ
丶
に
お

い

て
、
「
門
」

(出
入

口
)
を
意
味

す
る
ト
と

い
ふ
国
語

は
、

同
時

に
、

そ
の
出
入

口

の
奥

の
方

に
広

が
り
を
持

つ
地
域

・
場
所
を
意
味

す
る
や
う

に
な

る
の
は
極

あ

て
自
然
な

こ
と

で
あ

る
。
勿
論
出
入

口
を
含
め

て
の
称

で
あ
る
。

そ
し

て
そ

の
奥
行
き
は
無
限
な

の
で
は
な
く
、
有
限

で
あ

る
。

西
宮
氏
は
さ
ら

に
、

シ
ナ
ト

(風

な
処
)

に

つ
い
て
、

こ
の
ト
も

口
の
す
ぼ
ま

つ
た
奥
行
き

の
あ

る
場
所

で
あ
る
。
我

々
は
、

天
上

の
鬼
が
風
袋
か
ら
風
を
吹
出
し

て
ゐ
る
絵
を
想
出
す
。
古
代
人

に
さ
う

い
う
空
想
が
あ

つ
た
か
否

か
は
別
と

し
て
、
人
間

が
口
を
す
ぼ
め

て
肺
か
ら
息
を
吹
き
出
す

こ
と
か
ら
、
風

の
吹
き
起

こ
る
ト
と

い
ふ
場
所

(奥
行

き
が
あ

つ
て
、

口
が
す
ぼ

ま

つ
て
ゐ

る
場
所
)

を
古
代
人
が
想
像

す
る

こ
と

は
容
易

で
あ

つ
た

ろ
う
。

…

(中
略
)

…

こ
の
シ
ーー
ナ
ーー
ト
の
語
例

は

貴
重

で
あ

る
。

何
故
な
ら
ば
、

コ
モ
リ
ーー
ド

・
ク
ミ
ーー
ド

・
ク

マ
ーー
ド

・
ネ
ヤ
ーー
ド
な
ど
、

こ
れ
ま

で
見

て
き
た
例

は
、
何

か
接
尾
語
的

な
感

じ
を

与

へ
、
単
独

に
用
ゐ
ら
れ
た
例
は
な

い
や
う
な
印
象
を
与

へ
て

い
る
が
、
さ
う

で
は
な

く
、

こ
の

シ
ーー
ナ
ーー
ト
を
み
る
と
、

ナ
は
格
助
詞

で
あ
る
か
ら
、

こ
の
ト
は
独
立

語

で
あ
る

こ
と
が

は

つ
き
り
す
る

の
で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ
の
ト
の
意
味

は
、
単

な
る

「
所

・
場
所
」

の
意

で
は
な
く
、

「
口
が
す

ぼ
ま

つ
て
奥
行
き

に
広

が
り
の
あ
る
場
所
」

と
い
ふ
特

殊
な
意
味
が
あ
る

の
だ
と

い
ふ

こ
と
な

の
で
あ

る
。

と
言
わ
れ

る
。

こ
の
西
宮
氏

の
考
え

に
従

っ
て
、

ま
た
シ
ナ
ト
の
例

に
倣

っ
て
、

・・ヘ
ナ
ト
に
も

「
水
な
処
」

と
い
う
語
を
認
め

る
こ
と
が

で
き

る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

認
め
ら
れ

る
と
す

れ
ば
、

「水

な
門
」

が

「水

の
出

入
り
す
る
と

こ
ろ
」

に
限
定
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
の
に
対

し
、

「水

な
処
」

は

「
口
が
す
ぼ
ま

つ
て
奥

行
き

に
広
が

り
の
あ
る
水

の
場
所
」

と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
例
え
ば
、

…
神
風

の

伊
勢

の
国

は

国

見
れ
ば
し
も

山
見
れ
ば

高
く
貴
し

河
見
れ
ば

さ
や
け
く

清

し

水
門

な
す
海

も
広
し

見
渡
す

島
も



名
高
し

…

(
萬
13

・
三
二
三
四
)

と
あ

る
ミ
ナ
ト
は
、
ま

さ
に
そ
の
よ
う
な
地
形

を
言
う
ミ

ナ
ト

で
あ
り
、
伊
勢
湾
全
体
を
湖

の
よ
う
な
形
を

し
て
い
る
海

で
あ
る
と
言

っ
て
い
る
も

の
と

考
え
ら
れ

る
。
し
た
が

っ
て
、

こ
の
場
合
原
文

「水

門
」
は
宛
字
と

い
う

こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
仙
覚

『
萬
葉
集
註
釈
』

に
引

く

『
阿
波
国
風
土

記
』

に

中
湖

ト
イ

フ
ハ
、
牟
夜
戸
与
奥
湖

ノ
中

二
在

ル
ガ
故

二
、
中

湖

ヲ
為
名
ト
見
阿
波
國
風
土
記
。

(
巻
二
)

湖

ノ
字
訓

ウ
シ
ホ
不
審
也
。

ミ
ナ
ト

ニ
ッ
カ

ヘ
ル
コ
ト

ハ
阿
波
國
風
土

記

二
中
湖
奥
湖

ナ
ド

ニ
モ

コ
レ
ヲ
モ
チ
ヰ
タ
リ

(
巻
三
)

と
見
え

る

「
中
湖
」
も
、
次

の
栗

田
寛

『
古
風
土

記
逸
文
考

証
』

に
従

え
ば
、
門

の
よ
う

に
狭
く
な

っ
て
い
る
と

こ
ろ
を
入

っ
た
奥

に
広

が
る
湖
状

の
水

域
を

ミ
ナ
ト
と
呼
ぶ
例

で
あ

る
。

友
人
阿
波
国
人
小
杉
榲
邨

の
説
を
き
く

に
、

・6

(中
略
)

…
中

の
み
な
と

・
と
云
も
、
な
ほ
黒
崎
岡
崎
な
ど

い
ふ
海
村
よ

り
東
北

に
臨

め
る
小
鳴
門

と
云
海
上
よ
り
さ
し
入
る
入
海
を
、
古
来
中

ノ
水
門

と
い

へ
る
…

(中
略

)
…
中

の
み
な
と
は
、
牟
夜
島
と
崎
と

の
中
間

(今

の
黒
崎

よ
り
南
山
傍

続
き
)

に
と
ほ
り

て
、
小
鳴
門

よ
り
差
入
れ

る
入
海
を
、
古

も
今

も
中

ノ
水
門

と
よ

べ
る
が
如
し
。
湖

の
字
を
填
た

る
は
、
今

の
大
島

田
よ
り
、
土

佐
泊

の
数

村
連

接

の

一
島

(
い
は
ゆ

る
牟
夜
)
と

こ
の
小
鳴
門

よ
り
さ
し
い
る
海

の
正
西
に
在

る
崎

(
黒
崎
よ
り
か
け

て
今

の
斎

田
南
浜

の
旧
地
)

と
い
ふ
地

の
中

間
、

お

の
つ
か
ら
入
海

の
か
た
ち
を
な

せ
り
し
か
ば
、
古
人

こ
の
字

を
用
ゐ
し
な
ら
ん
歟
と

い

へ
り
。

ま
た
、

こ
の

「水

な
処

」
は
、
西
宮
氏
が
言
わ
れ

ゐ
よ
う

に

「
出
入

口
を
含

め
て
の
称
」

で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
河

口
や
水
路
状

の
場
所
を
指
す

ミ

ナ
ト
を

「
湖
」

と
表

記

で
き
る

の
は
、
そ

の
た
あ
か
と
も
考

え
ら
れ

る
。

と
こ
ろ
で
、
金

澤
庄

三
郎

氏

に

「
湖
」
を

ミ
ナ
ト
と
訓
む

こ
と

に
関
し

て
次

の
よ
う
な
指
摘

が
あ
る
。

こ
れ
は
独

り
我

国

の
み

で
な
く
、
朝
鮮

で
も
江

・
湖
と
浦

・
津
と

は
同
訓
共
通

に
用

ひ
ら
れ
、
漢

江
沿

岸

の
西
江
を
西
湖
、
麻
浦
を
麻
湖
、
銅
雀
津

を
銅
湖
と

い
ふ
な
ど
、

い
つ

れ
も
皆
湖
を

「
ミ
ナ
ト
」

の
意

に
用

ひ
て
ゐ
る
。
浦

の
朝
鮮
訓

は

屏
巴

で
、
江
原
道

江
陵

郡
河
南

面

の
湖
辺
洞

(犀
9
学

吋
甲
目
奚

)

は
こ
れ
と
同
訓

で
あ
る
。
又
湖

の

一
訓
は

蒜

霽
琶

で
、

江

の
訓
も
同

じ
く

犀
曾
簡
白

で
あ
る
が
、

こ
れ
も
上
記

犀
鉱

浦

と
同

一
語

源

か
ら
分

れ
た
も
の
で
あ
る
。

「湖
」
を
ミ
ナ
ト
と
訓
む
こ
と

一
九



「湖
」
を
ミ
ナ
ト
と
訓
む
こ
と

二
〇

朝
鮮
語

で
は

「
江

・
湖

・
浦

・
津
」
を
表

わ
す
言
葉

は
同

一
あ
る
い
は
同

一
語
源
か
ら
分
か
れ
た
も

の
で
あ

る
と

い
う
指
摘

で
あ

る
。
金
澤
氏

は
さ
ら

に
、

我
国

で
も
近
江
、
遠
江

の
場
合

に
は
江

を
湖

(
あ
は
う
み
)

の
義

に
用
ひ
、
堀
江
、
細
江
、
入
江

の
時

に
は

「
ミ
ナ
ト
」

の
義

に
用

ひ
、
片
仮
名

の

エ
は
即
ち
江

の
旁

で
あ
る
こ
と
な
ど
も
注
意

す

べ
き

こ
と

で
、

其
用
法
は
全
く
朝
鮮
と
同
断

で
あ
る
。

と
言
わ
れ
、

日
本

で
も

「
湖
」

と

「
江
」
と
が
通
じ
用

い
ら
れ
、

「
江
」
は
港

の
意
味

に
用
い
ら
れ
る

こ
と
を
指
摘
す

る
。

四
面
あ

る
い
は
三
面
を
堤

や

陸

で
包
ま
れ

た
、
湖

や
江

ま
た
浦

や
津

の
よ
う
な
水

の
空
間
を
広
く
意
味
す
る
和
語

の
存
在

の
可
能
性
が
示
唆

さ
れ

て
い
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。

5

港

の
語
源

港

の
語
源

に
管
見

で
は
二
説
あ
る
。

一
つ
は
河
口
の
意

の

「
水
な
門
」
と
す
る
説

で
、
古
代

の
港

が
河

口
部

に
多

い
こ
と
を
根
拠
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

現
在

こ
の
説

が
通
説
化
し

て
い
る
。

も
う

一
つ
は
武
田
祐
吉
氏

の

『
言
葉

の
樹
』

(昭
和
十
七

年
四
月
、
青
磁
社
)

に
見
え
る

「
水
上
か

ら
陸
地

に
入
ら

ん
と
す

る
門
戸
」

の
意

の

「水

な
門
」

と
す
る
次

の
よ
う
な
説

で
あ
る
。

み
な
と
の
語
源

は
、
水

の
門
と
推
定
し

て
恐
ら
く
誤
な
か

る
べ
く
、

そ
の
湾

や
、
入
江
、
川

な
ど

の
入

口
の
、
人
家

に
す
れ
ば
門
戸

に
も
比
す

べ

き
地
点
を

い
ふ
も
の
と
為

す

べ
き

で
あ
る
。
然
る

に
今

日
で
は
む
し

ろ
港
湾

そ
の
も

の
を
指
す

こ
と

に
使

は
れ

て
ゐ
る
。

そ

こ
で
、
み
な
と

の
入

口

な
ど
の
語

も
発
生

し
て
来

て
ゐ
る
。

礒

の
崎
漕

ぎ
廻
み
行
け
ば
淡
海

の
海
八
十

の
水
門

に
鵠
さ

は
に
鳴
く

(萬
葉
集
巻

の
三
)

船

を
湖
上

に
漕

ぎ
出
し

て
、
四
辺
を
望
見
す
れ
ば
、
河

口
入
江
等

の
入

口
に
、
鵠

の
多

く
鳴

く
大
観

が
視

野

に
入

つ
て
来
る
。
み
な
と
と

い
ふ
の

は
、
水
上

か
ら
陸
地

に
入
ら
ん
と
す
る
門
戸

の
謂

で
あ

つ
た

の
で
あ

る
。

そ
れ

が
後

に
な

つ
て
、
港
湾

と

い
ふ
概
念

の
発
達

に
伴

つ
て
、

こ
の
語

に

依

つ
て
そ
の
概

念
を
感

ず
る
や
う

に
な

つ
た
。
古
人

の
使
ふ
言
葉

は
、
概
念
を
代
表
す

る
も
の
で
無

し

に
、

視
聴

の
感
覚

の
報
ず

る
所

の
描
写

で
あ

つ
た
の

で
あ
る
。



右

の
二
説
と
も

に

「水

門
」

と

い
う
用
字

が
注

目
さ
れ

て
い
る
も

の
と
思

わ
れ
る
が
、
『
萬
葉
集
」

に
お

い
て
は

ミ
ナ
ト

(港
)

は

「
湖
」

で
表

記
さ

れ
た
例
が
最
も
多
く
、
本
稿

で
は
、

こ
の
こ
と

は
当
時

の
人

々
の
語
源
意
識

を
反
映

す
る
も

の
と
し

て
重
視
し
た

い

(用
字
か
ら

そ
の
当
時

の
人

々
の
語

源
意

識
を
窺
お
う
と
す

る
場
合

、
表
記
を
統

一
す

る

『古

事
記
」
『
日
本
書
紀
』

『
風
土
記
』

は
参
考

に
は
な
る
ま

い
)
。

ま
た
注
目
し
た

い
の
は
、

ミ
ナ

ト

(
港
)

の
用
例

の
多
く
が
、

吾
が
船
は
比
良

の
湖

に
漕
ぎ
泊

て
む
沖

へ
な
さ
か
り
さ
夜

ふ
け
に
け
り

(萬

3

・
二
七

四
)

吾
が
舟
は
明
石

の
湖

に
漕
ぎ
泊

て
む
沖

へ
な
さ
か
り
さ
夜

ふ
け
に
け
り

(萬

7

・
一
二
二
九
)

近
江

の
海
湖
は
八
十
ち

い
つ
く

に
か
君
が
舟
泊

て
草
結
び

け
む

(萬

7

・
一
一
六
九
)

大
海

に
嵐
な
吹
き
そ
息
長
鳥
猪
名

の
湖

に
舟
泊

つ
る
ま

で

(萬

7

・
一
一
八
九
)

あ
ど
も

ひ
て
漕
ぎ
行
く
舟
は
高
島

の
安
曇

の
水
門

に
泊

て
に
け
む

か
も

(萬

9

・
一
七

一
八
)

の
よ
う
な
例
が
端
的

に
示
し

て
い
る
よ
う

に
、
船
泊
場
と
し

て
の
港
を
歌

っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
武
田
氏

の
挙
げ
た

「
礒

の
崎
漕
ぎ
廻

み
行
け
ば
」

の

歌

も
ま
た
、

ミ
ナ
ト
の
原
文

は

「
湊
」

で
あ

る
が
、

『
説
文
』

に

「
湊
、
水
上

人
所
会
也
」
と

あ
り
、

舟

の
代
わ
り

に
鳥

ど
り
が
群
れ
集

っ
て
い
る
こ
と

よ
と
い

っ
た
意

味
あ
い
が
含
ま
れ

て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

現
在
、
港

と
呼

ば
れ
る
場
所

で
あ
る

こ
と

の
必
要
十
分
条
件

は
舟

の
停
泊

に
安

全

な
場
所

で
あ
る
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
が
、
萬
葉

の
世
界

に
お
い
て
も
そ
れ
は
同

じ

で
あ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
知
り
得
る
最
も
古

い
ミ
ナ
ト

(港
)

の

用
例

の
意

味
す
る
と

こ
ろ
が
現
在

の
港
と

い
う
語

の
意
味
す

る
と

こ
ろ
と

一
致

す
る
こ
と
を
重

視
し
た

い
。
武
田
氏

の
言
わ
れ

る
よ
う

な

「
海
か

ら
陸

へ

の
門
戸
」

と

い
う
意
味
が
生
じ

て
く

る
の
は
、
港

が
国
郡

の
外
港

と
い

っ
た
性
質

を
帯

び

て
来

て
か
ら

の
こ
と

で
は
な

い
か
と
思
わ
れ

る
。

ま
た
、

港
は
河

口
に
だ
け
作
ら
れ

る
も

の
で
は
な
い
。
ま

た
、
単

に
河

口
と
い
う
だ
け

で
は
、
港
と
は
な
り
え
な

い
。
川
上
か
ら

の
土
砂

の
堆
積

に
よ

り
、

あ
る

い
は
潮
流

に
よ

る
海
砂

の
堆
積

に
よ

っ
て
、
舟
が
安
全

に
停
泊

で
き
る
場
所

が
形
成

さ
れ

て
い
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

い
。
入
江

や
潟
湖
が

そ
う
で

あ
り

(注
⑦
)
、
中

洲
の
陰

に
も
そ

の
よ

う
な
場
所

が
形
成
さ
れ

て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
場

所
が

「
水

な
処
」

と
呼
ば
れ

て
い
た

と
す

れ
ば
、

そ
れ
を
ミ
ナ
ト

(港
)

の
直
接

の
語
源
と
す

る
の
が

よ
い
の
で
は
な
い
か
。
少

な
く
と
も

「
湖
」
を
ミ

ナ
ト
の
用
字
と
し

て
多
用
し

た
上
代
人

に

「
湖
」
を
ミ
ナ
ト
と
訓
む
こ
と

一
=



「湖
」
を

ミ
ナ
ト
と
訓
む

こ
と

二
二

と

っ
て
、
港
湾

の
意
味

の
ミ
ナ
ト
は
、
自
然

の
地
形

を
表

わ
す
名
称

か
ら
そ

の
場
所

の
果
た
す
機
能
を
含
ん
だ
名
称

へ
と
変
化

し
た
も
の
と
理
解

さ
れ

て

い
た

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ

る
。

や
が
て
、
自
然

の
地

形
を
表

わ
す

「
水
な
処
」
は
忘
れ
ら
れ
、
港
湾

の
意
味
だ
け
が
残

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

〔
注

〕

①
平
安
時
代
の
比
較
的
古
い
と
こ
ろ
で
は

『
日
本
霊
異
記
』
や

『延
喜
式
』
に
例
が
拾
え
る
が
割
愛
す
る
。
八
木
毅

「
風
土
と
用
字

-

上
代
に
お
け
る

「湖
」
に
つ
い

て
ー

」
(九
州
大
学
国
文
学
会

「
語
文
研
究
」
第
九
号
昭
和
三
十
四
年
九
月
)
に
よ
れ
ば
、
「
湖

(潮
)」
が
ミ
ナ
ト
の
表
記
に
用
い
ら
れ
た
下
限
は
鎌
倉
初
期
、
十
三

世
紀
半
ば
あ
た
り

で
は
な

い
か
と

い
う
。

②

上
代

で
の
ミ
ナ
ト
の
正
訓
表
記

は

「水
門
」

「水
戸
」

「湊
」
「
湖
」
が
あ
る
が
、
本
稿

で
取

り
上

げ
る
文
献

ご
と

の
、
そ
れ
ぞ
れ

の
用
字

の
現

れ
方

は
次

の
と
お
り
。
『
風

土

記
』

の
数
は

『
常
陸
国
風
土
記
』

に
三
例
、
『
出
雲
国
風
土
記
』

に
二
例
、
『播
磨

国
風
土

記
』
に
四
例
、
『
肥
前

国
風
土

記
』
に

一
例

の
合
計

で
あ
る
。

水門

水
戸

湊

湖

『
古
事
記』

8

2

0

0

『
日
本
書
紀』

16

0

0

0

『
萬
葉
集』

7

0

7

10

『
風
土
記』

0

0

0

10

「水
戸
」

は

『古
事

記
』

に

「水
戸
神
」

と
い
う
神
名

に
用

い
ら
れ

て
い
る
だ
け

で
あ
る
。

同
神
は

『
日
本
書
紀
』

で
は

「水
門
神
」

と
あ
る
。
「
湊
」
は

『風
土

記
』

に
も

社
郎
漁
嬢
、
逐

濱
洲

以
輻
湊
、
(常
陸
国
風
土
記

・
茨
城
郡
)



大
小
雑
魚
、
臨
時
来
湊
、
筌
辺
駈
駭
、

(出

雲
国
風
土
記

・
嶋
根
郡
朝
酌
促
戸
渡
)

の
例
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は

「集
ま
る
」
意

の
動
詞

で
あ

る
。
「
港
」

の
字
は
上
代
日
本

に
は
見
当
た
ら

な
い
。

③

た
だ
し
、
皆
川
淇
園

『
実
字
解
』

に

「胡
渭

ガ
禹

貢

ノ
錐
指

二
、
陂

ト
堤

ト
ノ
別

ヲ
辨

ズ
。

川

ノ
両
岸

二
築

キ
テ
、

ソ
ノ
水

ノ
旁

二
溢

ル

・
ヲ
制

ス
ル

ハ
堤

ナ
リ
。
陂

ハ

沢

ノ
環

ヲ
シ
テ
コ
レ
ヲ
堤

マ
セ

ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
イ

ヘ
リ
」
と
あ

る
の
に
従

え
ば
、
古
典
文
学
大

系

の
注
は
若
干

の
修
正
を
要
す

る
よ
う

で
あ
る
。

ま
た
、
『
時
代
別
国
語

大
辞
典
上

代
編

』

に
は

「
漢
籍

に

『湖
』

は

「大
陂
也
」

(説
文
)

と
あ
り
、
そ

の

「陂
」

は

「澤
障
也
、

池
也
」
(
『玉
篇
』
)
と
あ
る

の
で
、
海

に
港

の
あ
る
よ
う

に
、

江
湖

に
も
み
な
と
の
意
に
借
り
た
も

の
と
思
わ
れ
る
」
と
あ

る
。

④
西
宮

一
民

「上
代

一
音
節
語
の
研
究

ー

『門
』

の
場
合

ー

」

(
「皇
学
館
大
学
紀
要
」

11
、
昭
和

四
十
七

年
・十
月
)

⑤
古
典

集
成
本
は

「
伊
勢
湾

の
入

口
に
島

が
連

な

っ
て
門

の
よ
う

に
見
え

る
こ
と
を
言

っ
た
も
の
」
と
注
し
、
古
典
全
集
本

は

「伊
勢
湾

の
北
半
を
巨
大
な
河

の
川
尻

に
見

立

て
た
鳥
瞰
的
表
現
」
と
注
し
、
古
典
大
系

は

「
港
を
作

っ
て
い
る
」
と
訳
す
が
、
折

口
口
訳
に

「
水
門

で
口
を
閉
ぢ
た
海
」
と
あ

り
、

土
屋
文
明

の

『私
注
』

に

「港

湾

の
如
き
、
即
ち
入
海

に
な

つ
て
居

る
意
と
見

え
る
」、
鴻
巣

盛
広

の

『全
釈
』

に

「
入
海

ノ
ヤ
ウ
ナ
海

モ
広
イ
」
と

あ
る
よ
う
な
理
解

の
仕
方

が
正
し

い
も

の
と
考

え

る
。

⑥
金
澤
庄

三
郎

「湖

を

『
ミ
ナ
ト
』
と
訓
む

こ
と

の
考
」

(
『金

田

一
博
士
古

稀
記
念

言
語
民
俗
論
叢
』

三
省
堂
、
昭
和
二
十
八
年
五
月
)

⑦
武

田
祐
吉

『言
葉

の
樹
』

(昭
和
十
七
年

四
月
、
青
磁
社
)

⑧
千

田
稔

『埋
も

れ
た
港
』

(昭
和

四
十
九
年
五
月
、
学
生
社
)

「湖
」
を

ミ
ナ
ト
と
訓

む
こ
と

二

三


