
51年度一般会計決算

宮k 金書耳（万円） 4膏成比
村 貌 5,835 4. 9 
地方交付俊 56, 069 47. I 
国庫支出金 9, 691 8.1 
県支 出 金 20, 674 17. 4 
村 (ft 15, 490 13. 0 

他 11. 180 9. 5 
歳 入 針 118, 939 100 
a 会 費 2,231 2.0 
総 務 費 17, 841 15. 8 
民 生 費 14, 253 12. 6 
衛 生 費 6,329 5. 6 
農林水蕊費 20, 695 18. 3 
商 工 費 113 0.1 
土 木 費 18, 421 16. 3 
理主 T著 書量 12, 538 II. I 
公 債 費 8, 207 7. 3 

他 12.167 10. 9 
餓 出 苦十 112. 795 100 
総 � 金 6, 144 

円、
国
保
会
計
繰出
金一
O
O
O
万
円で
会
計
六

ニ
O
O
万
円と
な
る。
一
一
億二
八
O
O
万
円の

予
算
規
袋だ
か
ら
苦しい
なが
ら
も
ま
ず
大
丈
夫

他の
事
業へ
の
圧
迫が
あ
る
の
で
は
ない
か、

と
よ
く
言わ
れ
るが、
道
路
舗
装
もほ
と
ん
ど
す

ませ
た
し、
小
学
校も八
校を
四
校に、
中
学
校

も四
校
を一
校に
統
合、
プ
ール
も三
カ
所、
保

育
所
も
三
カ
所新
設
し
た。
だ
か
ら
そ
うお
く
れ

て
はい
ない
と
思
う」

と
自
信
あ
り
げ
な
答
えだっ
た。
よ
く
聞い
て

い
る
と、
交
付
税で
八
割み
る
〈
辺
地
償〉
や、

七
割み
る
入
過
疎
償〉
をフ
ル
に
使い、
さ
らに

補
助
率の
高い
事
業
を
う
まく
取り
込
ん
で
い
る

g
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項 金額（万冊 構成比
医業収 益 15,805 86. 7 
医m外収益 2, 420 13. 3 
（村布fi助衆） ( I, 894) ( 10. 4) 
（国制i助費） 228) ( I. 3) 
歳 入 計 18. 225 100 
医築資周 19, 569 96. 2 
（給与費 ） (12, 220) (60. I) 

医.外望号周 776 3. 8 
歳出 計 20. 345 100 
純 tn 失 2.120 

51年度病院特別会計決算

制純H1失i主国へ政策配慮を主要求すため
あえてそのまま針。上し借入金でまかな
っている．

ため
の
よ
うだつ
た。
つ
ま
り
過
疎とい
う
条
件

を
逆
手に
とっ
てい
る
の
で
あ
る。

そ
れに
過
疎
地で
あ
るが
ゆ
えに、
村
営
病
院

と
競
合
す
る
開
業医が
まっ
た
くない
点
も、
保

健
医
療
行
政を
す
すめ
る
う
え
で
好
都
合に
なっ

てい
る
よ
うだ。
い
ま
よ
く
言わ
れ
る
〈
地
域
包

括
医
療
体
制〉
をス
ム
ーズ
に
定
着
させ
る
条
件

が
あ
る
とい
っ
て
よ
い。

総じ
て
み
る
に、
福
祉
施
策が
ほ
ん
と
うに
効

果
を
あげ
るま
で
に
は、
一
O
年ない
し一
五
年

とい
う
長い
時
間の
単
位が
必
要だ
とい
う
こ
と

を
痛
感さ
せ
ら
れ
る
し、
も
う一
面
で
は、
自
治

体とい
う
も
の
は、
首
長
の
考
え
方や
そ
の
取り

組む
姿
勢に
よっ
て、
住
民サ
ービ
ス
に
浪
淡の

差が
はっ
き
り
表わ
れ
る
も
の
で
あ
るこ
とに
篤

き
を
感じ
た。
も
ちろ
ん
国に
対し
て、
交
付
税

率の
引
き
上
げ
な
ど
自
主
財
源
確
保の
ため
の
要

求や
運
動は
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ない
が、
国の

施
策が
だめ
だ
か
ら
何
も
充
分で
き
ない
など
と

い
う
の
も、

卑怯
な
逃げ
腰
と
思え
て
な
ら
ないの

東
北の
寒
村
沢
内
村は、
さ
ま
ざま
な
教
訓
を

現
実に
提
示
し
て
くれ
てい
る。
mm
り
ぎ
わに
マ

イ
ク
を
向
け
て
村
民に
感
想
を
求め
た
ら、

「ほ
ん
と
うに
沢
内
村に
生ま
れ
で
よ
かっ
た

と
思っ
てい
ま
す。
年
寄
りが
集ま
る
と、
だ
れ

か
が
必
ず
そ
う
言い
ま
す」

と
お
だ
や
か
に
話
し
て
くれ
たお
ば
さ
ん
の
笑

顔が
忘
れ
ら
れ
ない：

こ
れ
は、
岩
手
県の
特
殊
な
条
件
下にお
け
る、

特殊な
村の
試み
で
は
ない。
長
野
県で
も
医
療

に
苦
悩
す
る
過
疎
村な
ら
採
用で
さ
るこ
と
で
あ

る。首
長が、
保
守
で
あ
る
と
か、
革
新で
あ
る
と

か
の
問題で
は
な
く、
真に
〈
住
民
福
祉〉
を
志

向し
て、
そ
の
気に
な
る
か
ど
う
か
で
決
ま
る
選

択で
あ
る。
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中
国
の
政
治・
日
本
の
政
治・
信
州
の
政
治

JI! 

2 中Z
V鳥i
学

き 嶺2
5 雄ぉ

『
地
続
と
創
造」
編
集
部
の
求
め
で
は、
「
警
告エ
ッ
セ
イ」
と
し
て

中
国
の
政
治
を
含
め
な
が
ら
日
本
の
地
方
政
治に
た
い
し
て
書
くぺ
し、

と
の
こ
と
で
あ
る。
正
直い
っ
て、
こ
れ
は
大
変
な
難
題
で
は
な
い
か。

同
じ
政
治
と
い
う
言
葉
を
用
い
てい
て
も、
中
国の
政
治
と
日
本
の

政
治
と
で
は、
今
日、
そ
の
政
治
の
シ
ス
テ
ム
や
形
態
が
異
質
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く、
そ
も
そ
も
中
国
人の
政
治
観
と
日
本
人
の
そ
れ
と
は

根
本
的
な
相
違
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る。
そ
の
う
え、
信
州の
地
方

政
治
と
い
う
こ
と
に
な
る
と、
郷
里
の
こ
と
と
は
い
い
な
が
ら、
私
に

は
語
る
べ
き
資
絡
も
情
報
も
ない。

もっ
と
も、
ひ
と
こ
ろ
の
わ
が
国
の
知
識
人
が
し
ば
し
ば
そ
う
し
た

よ
う
に、
中
国
革
命へ
の
共
感
と
い
わ
ゆ
る
中
国
に
た
い
す
る
賠
罪
の

意
識
か
ら
出
発
し
て、
そ
の
延
長
線
上
に
中
国
の
政
治
の
あ
り
ょ
う（
た

中国の政治・日本の政治・信州の政治

と
え
ば
「
大
衆
路
線」
と
か
献
金
運
動、
も
し
く
は
党
風、
作
風
の
政

革
な
ど）
を
鏡
と
し
て
位
置づ
け、
そ
れ
に
比
較
し
て
わが
国
の
政
治

の
あ
り
ょ
う
を
告
発
す
る
とい
う一
見、
賢
明
な
よ
う
で
実
は
安
易
な

方
法
が
と
れ
る
な
ら、
そ
れ
も一
つ
の
比
較
考
察
か
も
し
れ
ない。

だ
が、
今
日
の
中
国
政
治
を
見
つ
め
て
い
る
と、
当
の
中
国
自
身が、

そ
の
政
治
の
あ
り
ょ
う
を
め
ぐっ
て
激
動
と
評
価
の
逆
転
を
く
り
か
え

し
て
い
る
で
は
な
い
か。
少
な
く
と
も
こ
の
十
余
年、
文
化
大
革
命か

ら
追
般
の
郡
小
平
再
復
活、
そ
し
て
か
文
化
大
革
命
最
結
宣
言。
に
見

ら
れ
る
中
国
共
産
党
十一
全
大
会の
模
様
を
見る
か
ぎ
り、
中
国
の
政

治
を
鏡
と
し
て
語っ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
済
ま
さ
れ
る
ほ
ど
状
況
は
お
目

出
た
い
も
の
で
は
な
い。
つ
ま
り、
鏡が
曇っ
て
し
まっ
た
だ
け
で
は

な
く、
メ
チ
ャ
メ
チ
ャ
に
楠慣
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る。
現
に
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中
国
で
は、

こ
の
間、

党
大
会
ご
と
に、

い
ず
れ
も
ま
た
た
く
聞
に
反

故
に・
な
る
よ
う
な
政
治
文
書
を
連
ね
て
き
た

こ

九
六
九
年
の
九
全
大

会
に
お
け
る
林
彪
政
治
報
告、

七
三
年
の
十
全
大
会
に
お
け
る
王
洪
文

党
規
約
改
正
報
告
そ
し
て
：
：
：）
。

大
会
ご
と
に
党
規
約
が
改
変
さ
れ、

や
が
て
憲
法
も
改
変
さ
れ
る
の
だ
が、

こ
の
よ
う
な
現
実
は、

党
規
約

や
憲
法
が
党
と
国
家
の
運
営
の
規
範
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く、

不
断
の
党
内
闘
争
の
結
果、

つ
ね
に
恋
意
的
に
無
視
さ
れ
つ
づ
け
て
き

た
こ
と
の
追
認
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う。

つ
い
先
日
ま
で
は、

文
化
大

革
命
の
英
雄
的
な
担
い
手
と
し
て、

ま
た
文
化
大
革
命
の
「
新
生
事
物」

の
体
現
者
と
し
て、

あ
る
い
は
「
老
・

杜
・

青」

三
結
合
の
典
型
と
し

て
た
た
え
ら
れ
て
き
た
王
洪
文、

張
春
揚、

江
青、

桃
文
之
ら
は
今
日

「
四
人
常」
（
英
語
で
は
四
人
の
ギ
ャ
ン
グ

の
g
m
o『
司
O
奇

と
表
現
さ

れ
る）

と
し
て
蛇
賜
の
ご
と
く
嫌
悪
さ
れ、

腐
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

教

育
革
命
や
下
放
運
動
の
慎
範
英
雄
が
「
野
心
家」、
「
陰
謀
家」

と
さ
れ、

と
く
に
江
育
夫
人
は
「
様
仮
戯
」

と
し
て
オ・
ペ
ラ
や
革
命
パ
レ
！
と
と

も
に、

徹
底
的
に
罵
倒
さ
れ
て、

ま
さ
に
3
1
ロ
ツ
パ

中
世
の
砂
魔
女

狩
り
々

を
思
わ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
国
の
現
実
を
無
視
し
て
、

中
国
に
お
け
る
政
治
を
語

る
こ
と
は
私
に
は
で
き
な
い
。

そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
政
治
的
現
実
の

渦
中
に
あ
っ
て、

中
国
民
衆
は、

政
治
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

そ
し
て
と
く
に、

文
化
大
革
命
に
鼓
吹
さ
れ
た
若
い
世
代
は
政

治
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

中国の政治・日本の政治・信州の政治

民
い
よ
い
よ
貧
し
。

民、

利
器
多
く
し
て、

国
家
ま
す
ま
す
く
ら
し。あら

人、

技
巧
多
く
し
て、

奇
物
ま
す
ま
す
お
こ
る。

法
令、

ま
す
ま
す
章

わ
れ
て、

盗
賊
多
く
あ
り。

故
に
聖
人
は
言
う、

わ
れ
為
す
こ
と
無
心

し
て、

民
お
の
ず
か
ら
化
す。

わ
れ
静
を
好
ん
で、

民
お
の
ず
か
ら
正

す。

わ
れ
無
事
に
し
て
民
お
の
ず
か
ら
富
む
。

わ
れ
無
欲
に
し
て、

民

お
の
ず
か
ら
お
さ
ま
る。
」
（「
老
子』

五
十
七
章）

こ
の
よ
う
な
政
治
観
が
中
国
社
会
の
底
流
に
存
在
し
て
い
る
か
ぎ
り、

政
治
が
統
治
の
機
能
的
な
シ
ス
テ
ム
と
化
し、

国
民
が
一

体
と
な
っ
て

一

つ
の
国
家
目
標
に
向
っ
て
遇
進
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る。

ω‘．e“，，、

あ
る
外
国
の碩学
は、

中
国
と
白
本
と
の
政
治
の
異
質
性
に
着
目
し
て、

日
本
は
中
央
集
権
化
に
馴
れ
て
お
り、

文
化
的
に
も
経
済
的
に
も
よ
く

組
織
化
さ
れ、

中
央
集
権
的
な
行
政
機
械
が
生
活
の
末
端
に
ま
で
行
き

と
ど
い
て
い
る
の
に
た
い
し、

中
国
で
は
そ
の
よ
う
な
中
央
集
権
化
に

成
功
し
た
こ
と
は
な
く、

ロ
ー
カ
ル
な
段
階
で
さ
え
行
政
は
充
実
し
て

い
な
い
。

国
民
は
つ
ね
に
権
力
者
に
た
い
し
て
自
ら
目
を
向
け
て
お
り、

結
婚
式
・
御
会
合

レ
ス
ト
ラ
ン
・
喫
茶

想
え
ば、

昨
年
四
月
の
驚
天
動
地
の
天
安
門
事
件
は、

毛
沢
東
の
言

葉
を
借
り
る
な
ら、

ま
さ
に
「
造
反
有
理
（
謀
叛
P
は
道
理
が
あ
る
ご

で
あ
っ
た
の
だ
が、

こ
の
建
国
以
来
初
め
て
の
民
衆
の
自
覚
的
な
政
治

参
加
は、

官
憲
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
鎮
圧
さ
れ
た
。

反
面、

今
日
で
は

価
値
の
根
本
的
な
逆
転
が
起
っ
て
い
な
が
ら、

指
導
者
た
ち
は、

今
回

の
十
一

全
大
会
の
華
国
鋒
政
治
報
告
に
見
ら
れ
る
よ
う
に、

天
安
門
事

件
に
は
一

言
も
言
及
せ
ず
に、
詰
悪
の
根
源
を
す
べ
て
「
四
人
語」

に
帰

し
て、
「
勝
て
ば
官
軍」

式
に
大
々
的
な
政
治
的
儀
式
を
挙
行
し、
例
に

よ
っ
て
官
製
デ
モ
を
動
員
し
て
勝
利
の
爆
竹
を
鳴
ら
し
た
の
で
あ
っ
た。

こ
の
よ
う
な
現
実
の
な
か
で、

大
衆
的
な
脱
政
治
現
象、

つ
ま
り、

政
治
的
ア
パ
シ
ー
が
生
じ
な
い
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

今
回
む、

部

小
平
一得
復
活
を
祝
う
ド
ラ
や
太
鼓
の
デ
モ
を
尻
目
に、

若
者
た
ち
は、

た
ま
た
ま
北
京
で
挙
行
さ
れ
て
い
た
国
際
サ
ッ
カ
ー
試
合
に
夢
中
に
な

っ
て
い
た
と
の
ユ
ニ
ー
ク
な
報
道
が
あ
っ
た
が、

そ
れ
は
当
然
に
生
じ

得
る
畑締
結
で
あ
ろ
う。

私
は
い
ま、

政
治
的
ア
パ
シ
ー
と
い
っ
た
が、

本
来、

中
国
人
は、

政
治
に
か
ん
し
て
虚
脱
す
る
と
こ
ろ
に、

彼
ら
の
政
治
観
が
あ
る
の
で

・
は
な
い
か
。

つ
ま
り、

中
国
社
会
に
は
歴
史
的
か
つ
伝
統
的
に
政
治
に

か
ん
し
て
虚
脱
す
る
政
治
哲
学
が
広
く
深
く
根
を
張
っ
て
い
る
よ
う
に

思
う。
こ
の
政
治
に
か
ん
し
て
虚
脱
す
る
と
は、
「
無
為
に
し
て
化
す
る
」

と
い
う
老
子
の
政
治
哲
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

老
子
は
こ
う
い
っ
て
い
る。
「
天
下、京
詐
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（
禁
止
ご
と）
多
く
し
て

非
協
力
的
で
あ
る、

と
述
べ
て
い
る
（
以
上
の
諸
点
に
つ
い
て
は、

今

堀
誠
二
『
中
国
現
代
史
研
究
序
説
〈
動
草
書
房
〉』

に
詳
し
い
）
。

・
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と、

今
日
の
中
国
は
そ
れ
と
正
反
対
で
あ
り、

指
導
者
と
大
衆
が
一

体
化
し、
一

つ
の
国
家
目
標
に
向
け
て
八
億
民
衆

が
一

致
団
結
し
て
勇
猛
遇
進
し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
大
き
く
異

な
る
で
は
な
い
か
と
一

見
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う。

た
し
か
に、

毛
沢
東

の
政
治
は、

こ
の
よ
う
な
中
国
の
伝
統
的
政
治
観
へ
の
挑
戦
で
あ
り、

中
国
社
会
を
指
導
者
と
大
衆
と
の
団
結
に
よ
る
統
一

と
団
結
の
民
族
共

同
体
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た。

だ
が、

そ
の
よ
う
な
毛
沢
東

の
挑
戦
は、

や
は
り
成
功
し
て
い
な
い
よ
う
に
私
は
思
う。

政
治
へ
の

一

体
感
が
根
本
的
に
欠
如
し
て
い
る
か
ら
こ
そ、

い
わ
ば
指
導
者
の
い

う
と
お
り
に、

昨
日
は
林
彪
礼
讃、

今
日
は
林
彪
批
判、

昨
日
は
批
郎、

今
日
は
擁
郵
と
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て、

大
衆
は
こ
の
よ

う
に
目
ま
ぐ
る
し
い
政
治
の
変
転
を
自
己
を
剥
離
し、

そ
し
て
冷
た
く

政
治
を
見
く
だ
し
て、

表
面
的
に
指
導
者
に
和
す
る
処
世
術
を
身
に
つ

轟ゲヲーニF；古手γt
ごづ＂H1

長野市大門町501
eTEL( 0262)32・1231閥

121 

E:aE2直

二つ寸や
E国

長野市県町459



ー．

 

－

 

i

 

｜

 

司M闘EHtJR－d－－－－－F’E即
l

 

’

 

け
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り、

政
治
不
信
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

こ
そ、

先
に
引
用
し
た
「
無
為
に
し
て
化
す
る
」

政
治
哲
学
に
見
ら
れ

る
中
国
人
の
本
来
的
な
政
治
観
な
の
で
あ
る
。

政
治
不
信
と
い
え
ば、

昨
年
の
天
安
門
事
件
に
際
し
て、

次
の
よ
う
な
七
言
律
の．一

節
に
出
会

っ
た
こ
と
に
私
は
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

冷
眼
蓮
雀
翻
妖
風

熱
血
一

腔
染
江
流

みだらf’’u’γ弘、Fレ

こ
れ
は
対
句
で
あ
る
が、

大
意
は
「
蓬
な
雀
た
ち
が民
げ
風
（
妖
は

「
桃
」

つ
ま
り

挑
文
之
を
指
す）も艇
のV
る
の
を悦
た
く舵
つ
め、

ωとぱ

（
い
つ
の
日
か）

熱
血
が
一

き
ょ
に
腔
し
っ
て、

江
（
揚
子
江、
江
は
江

育
夫
人
を
指
す）

の
流
れ
を
染
め
ん
」

と
な
る
。

こ
の
場
合
に
は、

積

極
的
な
現
体
制
批
判
の
熱
情
が
見
ら
れ
る
が、

し
か
し、

文
化
大
革
命

の
熱
狂
に討
か
か切
ら
ず、

根
本
的
に
は、

そ
の
よ
う
な
政
治
的
現
実

を
大
衆
は
冷
た
く
股
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

中
国
人
は
こ
う
し
て
政
治

を
目
下
し、

政
治
に
不
信
感
を
抱
き、

従
っ

て
中
国
人
に
と
っ
て
政
治

と
は、

本
来、

統
治
の
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
し
て、

権
謀
術
数
が
角
逐

し、

渦
巻
く
と
こ
ろ
の
『
三
国
志』

的
な
ド
ラ
マ
の
世
界
だ
と
考
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

従
っ
て、

政
治
に
期
待
で
き
な
い
部
分
は、

結

局、

地
縁
血
縁
的
な
共
同
体
や
東
洋
的
な
閥
族
社
会
（
今
日
の
社
会
主

義
中
国
の
政
治
で
も、

つ
ね
に
閥
族

主誌
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

い
わ

ゆ
る
江
脅
女
史
ら
の
上
海
グ
ル
ー
プ
は
も
と
よ
り
毛
沢
東、

撃
国
鋒
ら

の
湖
南
省
湘
語
県
グ
ル
ー
プ、

李
先
念、

陳
錫
聯、

許
世
友、

李
徳
生

中国の政治・日本の政治・偲州の政治

で
あ
る
と
い
う
視
軸
の
な
か
で
問
題
を
見
つ
め
て
ゆ
く
こ
と
が
重
要
で

あ
ろ
う。

つ
ま
り
日
本
人
は、

そ
の
政
治
観
か
ら
し
で
も
問
題
の
解
決

を
求
め
た
が
る
の
に
た
い
し
て、

中
国
人
に
お
い
て
は
問
題
の
解
決
と

い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
。

こ
の
点
で
は
「
妥
協」

と
「
矛
盾」

こ
そ

が
中
国
人
に
と
っ
て
の
日
常
性
で
あ
り、

ま
た
永
遠
な
の
で
あ
る
。

ょ

く
知
ら
れ
て
い
る
言
葉
に
「
小
異
を
捨
て
て
大
同
に
つ
く
」

と
い
う
笹

句
が
あ
る
。

こ
れ
は、

い
か
に
も
日
本
人
的
な
解
釈
（宝得
。
誤
訳
。）

な
の
で
あ
っ
て、

本
来
は、
「
大
同
を
求
め
て、

小
異
を
存
す
（
求
大
同

存
小
異
こ

と
い
う
の
が
正
し
い
。

さ
て、

こ
の
辺
で
私
は
地
方
政
治、

信
州
の
政
治
に
つ
い
て
語
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。

だ
が、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
私
に
は
語
る
べ
き
材
料
が

な
い
。

あ
え
て、

厳
脱
み
の
私
見
を
語
る
な
ら、

こ
こ
数
年
来、

信
州

の
教
育
を
め
ぐ
っ
て
生
起
し
た
「
総
合
選
抜
制」

問
題
の
今
目
的
な
帰

結
な
ど
は、

ま
さ
に
信
州
の
政
治
と
県
民
性
の
一

つ
の
性
格
を
物
語
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
ユ
ニ
ー
ク
な
政
治
で
は
な
か

っ
た
か
。

私
個
人
の
見
解
と
し
て
は、

教
育
と
は
本
来、
「
孟
子』
に
発

す
る
そ
の
語
の
東
洋
的
語
源
か
ら
し
で
も、

ラ
テ
ン
語
の
m
a
cn
R0
14

a
cn
丘一
。
↓
包
店
主
芯
コ

に
由
来
す
る
西
洋
的
語
源
か
ら
し
て
も、

成

人
が
幼
体
に
知
識
を
伝
達
し、

彼
ら
の
社
会
化
と
人
格
形
成
を
育
成
す

る
こ
と
に
こ
そ
あ
り、

ま
さ
に
教
え
る
者
と
学
ぶ
者
と
の
不
断
の
緊
張

関
係
を
伴
い
な
が
ら
も
す
ぐ
れ
て
牧
歌
的
・

人
間
的
な
営
為
な
の
で
あ

っ
て、

私
個
人
と
し
て
は、

そ
こ
に
信
州
教
育
の
本
質
が
あ
っ
た
と
体

ら
の
湖
北
省
黄
安
県
グ
ル
ー
プ
。

な
お
中
国
の
「
県」

は
日
本
の
「
郡」

程
度
の
大
き
さ
の
場
合
が
多
い
）

に
そ
れ
を
求
め
る
の
で
あ
ろ
う。

こ
う
し
た
中
国
の
政
治
的
世
界
は、

結
局
の
と
こ
ろ、
「
十
八
史
略』

の
有
名
な
一

節、

日
出
而
作

日
出
で
て
作
り

点
入
而
息

日
入
り
息
う

撃
田
而
食

井
を盤
り
て
飲
み

耕
田
而
食

田
を
耕
し
て
食
う

帝
力
絵
我
何
有
哉

帝
力
い
ず
く
ん
ぞ
我
に
あ
ら
ん
や

に
見
る
「
帝
力
い
ず
く
ん
ぞ
我
に
あ
ら
ん
や
」

と
い
う
脱
政
治
の
哲

学
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て、

日
本
人
の
政
治
観
を
考
え
る
な
ら
ば、

中
国
人
の

そ
れ
と
は
板
本
的
に
異
質
で
は
な
い
か
。

中
国
人
は
政
治
に
そ
も
そ
も

期
待
し
な
い
の
に
た
い
し、

わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
は、

政
治
へ
の
期
待

が
つ
ね
に
存
在
す
る
。

政
治
へ
の
期
待
の
存
在
は、

だ
か
ら
政
治
へ
の

批
判
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く。

中
国
人
は
ま
る
っ
き
り
政
治
を
期
待
せ
ず、

政
治
を
見
下
し
て
い
る
か
ら、

政
治
が
よ
く
な
る、

と
か
政
治
が
日
常

生
活
を
よ
く
す
る、

と
か
は
本
来
的
に
考
え
な
い
。

こ
れ
に
た
い
し
て、

日
本
人
は
小
は
ド
プ
甑
の
改
修
や
町
会
政
治
か
ら
大
は
天
下
国
家
そ
し

て
外
交
ま
で、

政
治
に
期
待
し、

だ
か
ら
つ
ね
に
政
治
を
批
判
し、

政

治
が
問
題
を
解
決
す
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
日
中
関

係
を
考
え
る
場
合
に
も
「
同
文
同
種」

で
あ
る
よ
り
は、
「
異
母
兄
弟
」

122 

験
的
に
回
想
し
得
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
私
が
生
ま
れ、

育

っ
た
信
州
・

松
本
の
幼
稚
園
（
園
長
は
地
方
史
家
の
一

志
茂
雄
先
生
で

あ
っ
た）

か
ら
高
校
（
校
長
は
岡
田
甫
先
生
で
あ
っ
た）

ま
で、

よ
き

師
に
出
会
い
、

よ
き
学
舎
に
恵
ま
れ、

自
治
の
粕
神
を
満
喫
で
き
た
の

で、

い
わ
ば
乱
塾
に
よ
る
教
育
の
よ
り
一

回
の
荒
廃
を
も
た
ら
す
で
あ

ろ
う
こ
と
が、

た
と
え
ば
東
京
都
の
経
験
に
よ
っ
て
目
に
見
え
て
い
る

「
総
合
選
抜
制」
を
な
ぜ
教
育
の
先
進
県
で
あ
る
長
野
県
が
実
施
し
よ
う

と
す
る
の
か、

ど
う
し
て
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
。

本
誌
「
地
峡
と
創

造』

の
創
刊
号
の
特
集
『
信
州
の
教
育
を
問
う
」

の
ト
l
ン
だ
と
H
教

育
の
先
進
県。

と
い
う
認
識
が
そ
も
そ
も
こ
と
教
育
に
お
い
て
は、
「
平

等
の
神
話
」

は
し
ば
し
ば
怠
惰
と
平
準
化
を
も
た
ら
し、

個
性
を
押
し

つ
ぶ
す
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

文
化
大
革
命
に
よ
っ
て
盛
ん
に

教
育
革
命
を
お
こ
な
っ
た
中
国
で
も、

告
発
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う

で
あ
る
が、

私
に
は
逆
に、

最
近
の
教
育
者
が
人
格
の
平
等
と
能
力
の

均
一

化
と
を
混
同
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
教
育
の
荒
廃
が
あ
る
よ
う

な
気
が
す
る
。

教
育
革
命
の
陥
葬
に
気
づ
き、

今
日
で
は
元
に
戻
っ
て

し
ま
っ
た。

し
か
し、

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
点
で
も
「
総
合
選
按
制
」

問
題
の
当
面
の
結
若
は、

信
州
の
政
治
的
特
質
を
色
濃
く
反
映
し
て
い

た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

信
州
の
政
治
特
質
と
い
え
ば、
一

昨
年
の
夏、

当
時、

東
大
総
長
だ

っ
た
西
洋
史
家
の
林
健
太
郎
氏
か
ら
一

人
の
ア
メ
リ
カ
人
政
治
学
者
を

紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

モ
ル
モ
ン
教
で
有
名
な
ア
メ
リ
カ
は
ユ

123 



夕

刊
ル
ト・
レ
！
ク

乞ア
イ
の
プ
リ
ガ
ム
ヤ
ン
グ
大
学
か
ら
や
つ

を
研
究

けしUUいれわ
れ日けいれれわ

対向はげ

の
希
望
な
の
で
便
宜
を
は
か
つ
て
ほ
し
い
と
わ
；：

ス
教
授
は
た
し
か
九
人
の
子
供
と
一
緒
に
一
れ
れれ
本れわ
れ（し

ゅげい叶休日
持品川け之
内向日れれれれれりい引

で、
私
の
ゼ
ミ
の
会
が
主
催
し
て
さ
さ
や
か
な
シ
ン
茨
ジ
ウ
ム
を
「
現

持
諮問
引
な
寸」
と
題
し
て
神
田
の
学
士
会
館

国
の
地
方
政
治
に
詳
し
い
リハf
と
か
あ
る。
た
ま
た
ま
滞
日
中
で
中

教
授、
同
じ
ユ
タ川
の
州ト
大

上紅一一れ

わむりわけ
日f

レ
ペ
ナ
l
助
教
授

そ
れ
に
地
方
主
義
に
つ
い
て
の
ユ
ニ
ー
ク
な
著
作

も
ち
私
の
郷
里
で
二
軒
お
い
て
隣
の
。
お
兄
さ
ん

忠
上
智
大
学
教
授
こ
f

o
だ
っ
た
三
輪
公

信
州
の
地
方
政
治

仁りわ川いい一
守
ら
い、
私
が
司
会
を
し
て

治
学。
に
よ
っ
て
表
面
上
は
コ
ン
フ
f
b

ま
さ
に
砂
ね
ま
わ
し
の
政

う
信
州
の
政
治
が
ア
メ
リ
カ
l

リ
ク
ト
（
対
立）
が
消え
て
し
ま

率
的
だ
と
の
見
方
に
接
し
て

J
は
れ
き
わ
め
て
ユ－一
lク
で
効

あ
る
（
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
は

れ
片
付
抗
日わ

史九一114」
！
四
号
に
そ
の
内
容
を
収
録
し
て
あ
る）。

式
カ

在
は
み
ね
ま
わ
し
の
政
治
学。
に
た
げ
た
信
州
人
も、

〈個人研究V童謡
と
信
州

－
久し
怒りに
が
ら
く
た
を
登
理
し
てい
た
ら、

華や
か
な
飾り
の
つい
た
オル
ゴ
ール
が、
ほこ

りに
まみ
れ
て
出て
き
た。
去
年
ま
で
は
天
井に

つ
る
さ
れ、
私
の
子
供た
ちに「ゆ
りか
ご
の
歌」

を
聞か
せ
て
く
れ
た
オル
ゴ
ール
で
あ
る。
私に

とっ
て
は
古
曲円
で
あ
る。
そ
し
て、
ベ
ビ
1・
ベ

ッ
ト
か
ら
見
上げ
なが
ら
聞い
てい
た
彼
等は、

い
ま、
そ
れ
を
歌
う
ま
で
に
成
長し
た。

私は
子
供た
ちに
童
謡をど
ん
ど
ん
教え
る。

吸
収
の
早さに
驚く。
そ
して「ゆ
りか
ご
の
歌」

ア」・と

｛堤2
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一一一一ハ刈けいれ刊一ー
で
は、
あ
る
種
の
根
強
い
コ
ン
プ
レ
ツ
ク

ッ
ク
ス
は
同
時
に

話相一

一一

刊行一一一口一て

れ十一一
日恥けい

帰
結
し
（
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
信
州
人
の
県
人
会
は
い
ま
や
国
際
的

で
さ
え
あ
っ
て、、
海
外
で
「
信
濃
の
国」
の
県
歌
を
聞
く
機
会
も
多
い）、

排
他
的
な
優
越？
と
閉
鎖
性
の
共
存
を
も
た
ら
す
の
で
は

う
；

か
つ
て
私
は

あ
る
雑
誌
に、
最
近
「

震
の
て
ん
ま
に行
話
題

片
付
守口
問
μ
52
（
筑
摩
書
房）
の
批
評
を
求

っ
た

要

請
に
た
い
す
る、

わい町
村山リ
ば
リ
リリ

見
出
す。
新
宿
ι
安
霊－－
を
繁
ぐ
多
彩
な
知
的
群
像
を
描
い
て、
言
判

んね
河川河
AN1刊
を
担
つ
た
こ
と
を
割
出
し
よ
う
と

引

月
号）。．
そ
う
し
た
う
b
j

と
が
あ
る
（『
諸
君／・』一
九
七
四
年
六

ご
九
七
四
年
七
月
九

日三
島
日

河村汗』

れ
μ
一日付十日ー
には
の
昏
評
を
引
用
し
て
「
作
者
に
は
そ
ん

’v
もf
か
っ
た」
と
お
叱
り
を
受
け
た。
、

白
井
氏
が
こ
う
し
て
私
の
文
章
を
冒
頭
に
引
用
し
て
立
論
さ
れ
た
こ
と

自
体、
私
の
見
方
が
ま
ん
ざ
ら
的
は
ず
れ
で
は
な
ミ
つ

明
で
は
な
3

・

f
AM
て
た
こ
と
の
逆
証

b
か
と
思
わ
さ
る
を
得
な
か
っ
た。

ご九七七年九月五日・佐井沢、中央公論南原山荏にて｝

を
は
じ
め、
そ
の
童
謡
の
多くが
信
州の
生
ん
だ

作
曲
家に
よ
る
も
のが
多い
こ
とに
更に
爵
く。

あ
の、
中
山
菅
平、
草
川
信、
海沼
実
の
作ロ聞が

実に
多い
の
で
あ
る。
意
識
的に
そ
うす
る
わ
け

で
は
ない、
こ
れ
ら
の
人
の
歌が
良い
歌だか
ら

だ。
子
供
等が
早
くこ
のこ
とに
気づ
くこ
と
を

私は
待っ
てい
る。

さ
て、
われ
ら
の
偉
大
な
童
謡
作
曲
家

｜｜ゐ・

山
菅
平
（
明
治二
十
年三
月二
十二
日
1
昭
和二

－
十
七
年
十二
月三
十
日）、
草
川
信（
明
治二
十六

へ
東
京
侃

在
住
・

M配
本
市
出
身）

年二
月
十四
日
1
昭
和二
十三
年
九
月二
十日）、

海
沼
実
（
明
治四
十二
年一
月三
十一
日
1
昭
和

四
十六
年
六
月
十三
日）

｜｜
私は
こ
の三
人に

魅
せ
ら
れ
て
か
ら
久
しい。

「
肩
た
た
き」
「
雨
降
りお
月さ
ん」
「
背
く
ら

ぺ」
（
中
山晋
平）。
「ゆ
りか
ご
の
歌」
「
夕
焼け

小
焼け」
「どこ
か
で
春が」
（
草
川
信）。
「お
猿

のか
ご
や」
「み
か
ん
の
花咲
く
丘」
「
里
の
秋」

（
海
沼
実）。
い
ずれ
も
日
本を
代
表す
る
優れ
た

幽
ば
か
り
で
は
ない
かf・
私の、
私と
同
世
代
の、

い
や
日
本に
住
む
人々
の
胸に
残る
歌が、
同
郷

の
人
の
手
で
作られ
た
の
は
誇ら
しい。
歌っ
て

い
た
幼い
頃は
そ
のこ
と
を
知
ら
ず、
それ
ら
の

童
話
で
成長し
た
後、
は
じ
めて
気
がつい
た
こ

と
は、
勿
私
の
放っ
た
歌が、
長い
長い
年
月を
経

た
後、
友
の
心
の
中に
息づい
てい
たH
と
歌う

ア
メ
リ
カ
の
誇
人ロ
ン
グフエ
ロ
1（
さ．
2・
「

02mp－Zさ）
の
「
矢
と
歌」
に
似て
感
慨
深い。
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