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【
要
約
】

本
稿
で
は
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
産
婆
政
策
と
風
習
の
せ
め
ぎ
合
い
を
解
明
す
る
前
段
階
と
し
て
︑
朝
鮮
伝
統
の
出
産
風
習
の
あ
り
様
を
復
元

し
︑
植
民
地
朝
鮮
の
衛
生
政
策
と
し
て
の
産
婆
制
度
の
展
開
と
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
︒
朝
鮮
に
お
い
て
も
伝
統
的
に
﹁
産
救
安
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
た
家

族
・
親
戚
の
女
性
も
し
く
は
近
隣
の
老
婆
を
雇
い
︑
助
産
を
任
し
た
風
習
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
メ
デ
ィ
ア
で
は
朝
鮮
人
の
出
産
風
習
と
迷
信
と
を
一
体

化
し
て
︑
朝
鮮
の
風
習
を
野
蛮
な
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
た
︒
そ
れ
に
加
え
て
当
時
の
日
本
の
専
門
家
た
ち
は
朝
鮮
の
出
産
風
習
を
未
開
な
も
の
と
し
て

際
立
た
せ
︑
日
本
人
が
悲
惨
な
朝
鮮
人
を
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
構
造
を
作
っ
た
︒
そ
し
て
︑
朝
鮮
人
を
救
う
た
め
︑
日
本
人
産
婆
の
派
遣
も

し
く
は
朝
鮮
で
産
婆
養
成
の
必
要
を
唱
え
た
︒
こ
の
よ
う
な
土
台
の
上
に
実
行
さ
れ
た
植
民
地
朝
鮮
の
産
婆
制
度
は
︑
産
婆
養
成
か
ら
始
ま
り
︑
ま
た
﹁
速

成
助
産
婦
科
﹂
を
設
置
し
︑
短
期
間
で
産
婆
を
養
成
し
て
地
方
へ
派
遣
を
図
る
と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た
︒

史
林

一
〇
三
巻
五
号

二
〇
二
〇
年
一
〇
月

は

じ

め

に

近
年
︑
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
衛
生
史
研
究
は
︑
多
様
な
部
分
で
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
り
︑
コ
レ
ラ
な
ど
の
伝
染
病
政
策
や
衛
生
警
察
の
構
造
︑

上
水
道
の
よ
う
な
衛
生
施
設
に
関
す
る
研
究
︑
ま
た
は
衛
生
施
策
が
植
民
地
の
日
常
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
分
析
し
植
民
地
近
代
性
を
論
じ
た
研

究
な
ど①
が
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
れ
ら
の
研
究
は
政
策
の
主
役
と
し
て
の
植
民
地
当
局
の
働
き
と
政
策
結
果
な
ど
に
論
説
の
主
点
を
置
き
︑
衛

生
政
策
が
実
施
さ
れ
る
前
に
存
在
し
た
風
習
と
政
策
の
せ
め
ぎ
合
い
を
見
過
ご
し
て
き
た
︒
本
稿
は
︑
ま
ず
は
風
習
と
政
策
の
せ
め
ぎ
合
い
を

論
じ
る
た
め
の
基
礎
的
段
階
と
し
て
︑
こ
れ
ま
で
史
料
的
に
十
分
に
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
産
婆
に
着
目
し
︑
朝
鮮
の
伝
統
的
な
出
産
風
習
の
有
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様
を
復
元
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
植
民
地
朝
鮮
の
衛
生
政
策
と
し
て
の
産
婆
制
度
の
展
開
と
特
徴
を
明
ら
か
に
し
︑
衛
生
史
の
外
延
を
広
げ
た
い
︒

産
婆
と
は
︑
日
本
で
は
古
く
か
ら
﹁
ト
リ
ア
ゲ
バ
バ
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
主
に
出
産
を
手
伝
う
老
年
女
性
を
示
す
語
で
あ
る
︒
韓
国
で
も
そ
の

言
葉
を
朝
鮮
王
朝
正
祖
時
代
の
法
典
で
あ
る
﹃
大
典
通
編
﹄
の
﹁
礼
典
﹂
﹁
奨
勧
﹂
﹁
医
員
﹂
の
﹁
○
醫
員
雖
不
解
方
書
能
治
瘡
腫
及
諸
惡
疾
成

效
最
多
者
一
人
歲
抄
啓
聞
敍
用
産
婆
則
給
料②
﹂
と
明
記
さ
れ
た
部
分
か
ら
確
認
で
き
る
︒
こ
れ
は
︑
﹁
醫
員
が
薬
方
文
書
を
理
解
で
き
な
く
と

も
︑
瘡
腫
や
諸
惡
疾
を
よ
く
治
療
す
れ
ば
︑
最
も
成
功
し
た
者
一
人
を
年
末
に
啓
聞
し
て
敍
用
す
る
︒
産
婆
に
は
料
を
支
給
す
る
﹂
と
解
せ
︑

医
員
や
産
婆
の
功
績
を
た
た
え
る
た
め
の
規
定
と
言
え
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
こ
に
出
て
く
る
﹁
産
婆
﹂
が
ど
の
よ
う
な
者
か
は
︑
こ
の
文
面
だ

け
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
︒

こ
の
産
婆
に
つ
い
て
︑
日
本
の
場
合
は
社
会
学
・
歴
史
学
の
場
に
お
い
て
研
究
が
広
が
っ
て
い
る
が③
︑
植
民
地
朝
鮮
の
産
婆
に
関
す
る
研
究

は
ま
だ
そ
の
蓄
積
が
少
な
い
状
態
で
あ
る
︒
そ
れ
は
当
時
の
女
性
が
直
接
語
る
こ
と
の
で
き
た
場
が
限
ら
れ
て
い
た
上
︑
植
民
地
に
お
い
て
は

そ
の
よ
う
な
制
限
は
よ
り
厳
し
く
︑
女
性
・
植
民
地
民
と
い
う
重
な
る
差
別
の
レ
イ
ヤ
ー
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
植
民
地
女
性
が
主
体
と
し
て

語
る
機
会
自
体
が
極
め
て
少
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
研
究
が
皆
無
な
わ
け
で
は
な
く
︑
看
護
婦
を
中
心
に
植
民
地
朝
鮮
の
看
護
師
と
産
婆
制
度
の
展
開
を
明
ら
か
に
し
︑
植
民
地
朝
鮮

に
お
け
る
産
婆
制
度
を
概
観
し
た
イ
・
コ
ッ
メ
の
著
書
﹃
韓
国
近
代
看
護
史④
﹄
と
︑
主
に
戦
後
の
大
韓
助
産
婦
協
会
の
流
れ
に
着
目
し
た
﹃
助

産
歴
史
一
〇
〇
年⑤
﹄
が
あ
る
︒
ま
た
︑
社
会
主
義
運
動
家
で
あ
り
︑
独
立
運
動
家
で
も
あ
っ
た
鄭
鍾
明
の
個
人
史
研
究
︑
そ
れ
か
ら
鄭
と
共
に

朝
鮮
看
護
部
協
会
を
設
立
し
た
韓
信
光
と
い
う
︿
産
婆
﹀
個
人
の
人
生
と
そ
の
思
想
を
雑
誌
へ
の
投
稿
記
事
等
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
個
人

史
研
究⑥
が
あ
る
︒
更
に
は
︑
﹃
毎
日
申
報
﹄
を
利
用
し
て
︑
一
九
一
〇
年
代
に
植
民
地
朝
鮮
の
衛
生
政
策
を
検
討
し
︑
植
民
地
朝
鮮
で
施
行
さ

れ
た
産
婆
制
度
の
不
急
性
・
不
要
性
を
論
じ
た
論
文⑦
も
あ
る
︒

こ
の
論
文
は
産
婆
政
策
に
つ
い
て
︑
一
九
九
一
年
に
調
査
し
一
九
九
三
年
に
刊
行
し
た
﹃
韓
国
民
俗
総
合
調
査
報
告
書
﹄
の
口
述
資
料
を
用

い
て
︑
朝
鮮
で
は
妊
婦
の
親
戚
た
ち
が
助
産
を
行
う
習
慣
が
あ
っ
た
た
め
︑
﹁
朝
鮮
で
の
産
婆
制
度
は
あ
ま
り
時
が
差
し
迫
っ
た
も
の
で
も
︑

植民地朝鮮における出産風習と産婆養成政策（扈）
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緊
要
で
も
な
か
っ
た⑧
﹂
と
い
う
評
価
に
と
ど
め
て
い
る
︒
そ
の
上
で
︑
一
九
一
〇
年
代
の
朝
鮮
に
お
け
る
産
婆
制
度
を
︑
藤
目
ゆ
き
の
論⑨
を
引

用
し
て
︑
日
本
明
治
政
府
が
富
国
強
兵
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
下
で
設
け
た
日
本
内
地
で
の
産
婆
制
度
普
及
と
時
期
的
に
も
一
致
す
る
と
評
価
し

た⑩
︒日

本
で
進
め
ら
れ
た
研
究
に
は
︑
一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
朝
鮮
の
出
産
状
況
︑
特
に
地
方
で
は
産
婆
が
ほ
と
ん
ど
活
動

し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
︑
都
市
か
ら
地
方
ま
で
近
代
衛
生
体
系
が
順
次
拡
散
し
た
と
い
う
図
式
を
批
判
し
︑
都
市
集
中
の
植
民

地
衛
生
政
策
の
限
界
を
指
摘
し
た
愼
蒼
健
の
研
究⑪
が
あ
る
︒

そ
れ
に
加
え
て
︑
松
岡
悦
子
は
社
会
学
の
観
点
か
ら
現
代
韓
国
助
産
院
の
営
業
不
振
の
理
由
を
︑
植
民
地
朝
鮮
の
産
婆
制
度
が
朝
鮮
社
会
に

定
着
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
︑
こ
れ
を
﹁
圧
縮
さ
れ
た
近
代
﹂
概
念
を
用
い
て
分
析
し
た⑫
︒
こ
の
概
念
は
︑
そ
れ
ま
で
の
近
代
化
論
が

西
欧
を
モ
デ
ル
に
し
て
成
立
し
て
き
た
こ
と
を
批
判
し
︑
近
代
化
の
過
程
を
﹁
第
一
の
近
代
﹂
と
﹁
第
二
の
近
代
﹂
に
区
別
し
︑
普
通
西
洋
で

は
﹁
第
一
の
近
代
﹂
が
成
熟
し
た
後
に
﹁
第
二
の
近
代
﹂
の
過
程
に
入
る
が
︑
台
湾
・
韓
国
・
中
国
の
場
合
は
﹁
第
一
の
近
代
﹂
が
成
熟
で
き

ず
︑
﹁
高
度
に
圧
縮
さ
れ
た
か
た
ち
で
︑
﹁
第
二
の
近
代
﹂
に
入
っ
て⑬
﹂
き
て
︑
﹁
第
一
の
近
代
﹂
と
﹁
第
二
の
近
代
﹂
が
共
存
し
て
い
た
こ
と

を
示
す⑭
︒
そ
し
て
︑
松
岡
は
出
産
に
お
け
る
﹁
第
一
の
近
代
﹂
を
﹁
介
助
者
が
有
資
格
化
し
た
時
期
を
経
て
施
設
化
に
向
か
う
段
階
的
な
変

化
﹂
と
捉
え
て
︑
﹁
第
二
の
近
代
﹂
は
こ
の
﹁
第
一
の
近
代
﹂
に
よ
る
問
題
回
避
の
た
め
に
起
こ
っ
た
﹁
自
然
分
娩
運
動
や
脱
病
院
化
︑
ま
た

生
殖
技
術
に
よ
る
出
産
﹂
と
設
定
し
て⑮
︑
韓
国
の
出
産
の
近
代
化
を
分
析
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
韓
国
近
代
の
出
産
医
療
化
を
︑
韓
国
で
は
﹁
規

則
上
の
産
婆
の
有
資
格
化
が
一
九
一
四
年
だ
っ
た
﹂
と
し
て
も
︑
一
九
八
〇
年
代
ま
で
有
資
格
化
は
進
め
ら
れ
て
お
り
︑
﹁
無
資
格
者
か
ら
医

師
へ
の
移
行
が
︑
助
産
師
を
飛
ば
し
て
お
こ
っ
た
の
で
あ
り
︑
助
産
師
が
専
門
職
と
し
て
成
熟
す
る
機
会
が
な
い
う
ち
に
︑
担
い
手
が
医
師
に

移
っ
て
い
っ
た
﹂
と
評
価
し
た⑯
︒

た
だ
し
︑
そ
も
そ
も
西
欧
を
モ
デ
ル
に
し
て
成
立
し
て
き
た
近
代
化
論
を
批
判
す
る
た
め
に
提
案
し
た
﹁
圧
縮
さ
れ
た
近
代
﹂
と
い
う
モ
デ

ル
も
︑
結
局
は
﹁
西
洋
﹂
の
定
型
モ
デ
ル
に
対
す
る
非
定
型
モ
デ
ル
の
提
示
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
﹁
第
一
の
近
代
﹂
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が
成
熟
で
き
た
の
か
ど
う
か
の
判
断
は
あ
く
ま
で
も
︑
西
洋
の
過
程
と
の
比
較
に
よ
っ
て
評
価
で
き
る
も
の
で
︑
松
岡
も
こ
の
論
文
で
イ
ギ
リ

ス
・
ド
イ
ツ
の
例
と
比
較
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
一
九
四
五
年
以
前
の
韓
国
の
出
産
医
療
状
態
に
つ
い
て
︑
主
に
朝
鮮
人
産
婆
養
成
が
上
手
く
進

ま
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
﹁
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
大
部
分
の
韓
国
人
女
性
が
産
婆
を
よ
ば
ず
に
出
産
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
産
婆

は
も
っ
ぱ
ら
日
本
人
女
性
の
出
産
の
た
め
に
育
成
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
す
る
部
分⑰
は
︑
そ
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
歴
史
的

根
拠
は
充
分
示
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
ま
た
そ
の
よ
う
な
育
成
が
な
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
も
考
察
が
充
分
で
は
な
い
︒
﹁
助
産
師
が
専
門
職
と
し

て
成
熟
﹂
で
き
な
か
っ
た
と
述
べ
る
際
の
中
身
が
曖
昧
な
点
と
あ
わ
せ
て
︑
植
民
地
朝
鮮
の
産
婆
制
度
の
理
解
を
難
し
く
し
て
い
る
︒

以
上
の
産
婆
研
究
を
総
合
す
る
と
︑
一
九
一
四
年
の
﹁
産
婆
規
則
﹂
か
ら
始
ま
っ
た
産
婆
制
度
の
制
度
史
的
側
面
は
一
定
の
概
観
が
な
さ
れ

て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
植
民
地
時
代
の
産
婆
政
策
は
朝
鮮
人
の
︿
産
婆
﹀
を
日
本
人
︿
産
婆
﹀
に
比
べ
て
多
く
育
成
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
︑

朝
鮮
の
出
産
風
習
が
出
産
時
に
他
人
の
助
け
を
受
け
て
い
な
い
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
て
︑
産
婆
制
度
を
植
民
地
朝
鮮
で
は
﹁
至
急
か
つ

緊
要
な
制
度
﹂
で
は
な
く
︑
朝
鮮
社
会
に
定
着
で
き
な
か
っ
た
制
度
で
あ
っ
た
と
評
価
し
た
点
は
疑
問
が
残
る
︒

本
当
に
朝
鮮
で
は
産
婆
を
呼
ぶ
風
習
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
前
述
し
た
よ
う
に
一
八
世
紀
の
朝
鮮
の
法
典
に
は
産
婆
の
存
在
が
明
記
さ
れ

て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
先
行
研
究
の
前
提
自
体
に
疑
問
が
生
じ
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
植
民
地
朝
鮮
の
出
産
風
習
と
実
行
さ
れ
た
産
婆
制
度
の

有
り
様
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
︑
次
の
四
つ
の
論
点
を
設
定
す
る
︒
ま
ず
植
民
地
朝
鮮
の
出
産
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
︵
一
︶
そ
も

そ
も
朝
鮮
で
は
産
婆
の
よ
う
な
存
在
は
な
か
っ
た
の
か
︑
さ
ら
に
︑
朝
鮮
の
出
産
風
習
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒

そ
し
て
︑
︵
二
︶
総
督
府
側
が
近
代
産
婆
政
策
を
朝
鮮
で
施
行
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
朝
鮮
の
出
産
風
習
を
如
何
に
認
識
し
て
い
た
の
か
︑
ま
た
︑

︵
三
︶
朝
鮮
の
出
産
風
習
に
関
す
る
情
報
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
︑
総
督
府
の
政
策
意
図
を
探
る
︒

さ
ら
に
︑
︵
四
︶
朝
鮮
に
お
い
て
﹁
産
婆
規
則
﹂
の
実
施
前
に
行
わ
れ
た
産
婆
養
成
制
度
の
有
り
様
を
検
討
す
る
︒

以
上
の
考
察
を
通
し
︑
出
産
風
習
と
い
う
産
婆
制
度
の
背
景
と
産
婆
養
成
制
度
の
実
態
を
具
体
的
に
み
る
こ
と
で
︑
単
に
図
式
化
さ
れ
た
近

代
像
で
は
な
い
植
民
地
朝
鮮
の
産
婆
制
度
の
有
り
様
を
提
示
し
︑
そ
の
上
で
︑
今
ま
で
の
衛
生
史
研
究
に
お
い
て
看
過
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
風
習

植民地朝鮮における出産風習と産婆養成政策（扈）

31 (647)



と
衛
生
政
策
の
関
わ
り
を
究
明
す
る
前
提
を
整
え
た
い
︒

※
本
稿
に
お
い
て
︑
大
韓
帝
国
期
の
こ
と
は
﹁
韓
国
﹂
と
︑
植
民
地
朝
鮮
期
の
こ
と
は
﹁
朝
鮮
﹂
と
表
記
し
た
︒
な
お
︑
本
稿
で
︿
産
婆
﹀

は
︑
植
民
地
朝
鮮
で
施
さ
れ
た
産
婆
制
度
に
よ
っ
て
︑
産
科
学
を
学
び
︑
免
許
を
取
得
し
た
女
性
専
門
職
と
し
て
の
近
代
的
産
婆
を
示
す
︒
一

方
︑
︿

﹀
な
し
の
産
婆
は
民
俗
学
な
ど
で
使
わ
れ
る
時
期
性
を
帯
び
て
な
い
︑
出
産
を
手
伝
っ
た
女
性
を
示
す
こ
と
に
す
る
︒

①

申
東
源
著
・
任
正
爀
訳
﹃
コ
レ
ラ
︑
朝
鮮
を
襲
う
：
身
体
と
医
学
の
朝
鮮
史
﹄

︵
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
一
五
︶
︑
ジ
ョ
ン
・
ク
ン
シ
ク
﹁
植
民
地
衛
生
警
察

の
形
成
と
変
化
︑
そ
し
て
遺
産

植
民
地
統
治
性
の
資
格
よ
り
﹂
﹃
社
会
と
歴

史
﹄
九
〇
︵
韓
国
社
会
史
学
会
︑
二
〇
一
一
︶
︑
ベ
ク
・
ソ
ン
レ
﹁
一
九
二
八
年

京
城
の
腸
チ
フ
ス
流
行
と
上
水
道
水
質
論
争
﹂
﹃
ソ
ウ
ル
と
歴
史
﹄
一
〇
一
︵
ソ

ウ
ル
歴
史
編
纂
院
︑
二
〇
一
九
︶
︑
バ
ク
・
ユ
ン
ゼ
﹁
韓
末
︑
日
帝
初
防
疫
法
規

の
発
布
と
防
疫
体
系
の
形
成
﹂
延
世
大
学
校
国
学
研
究
院
編
﹃
日
帝
の
植
民
支
配

と
日
常
生
活
﹄
︵
へ
ウ
ォ
ン
︑
二
〇
〇
四
︶
︑
パ
ク
・
ユ
ン
ゼ
﹃
韓
国
近
代
医
学
の

起
源
﹄
︵
ヘ
ア
ン
︑
二
〇
〇
五
︶
︑
シ
ン
・
ド
ン
ウ
ォ
ン
﹃
韓
国
近
代
保
健
医
療

史
﹄
︵
ハ
ン
ウ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
︑
一
九
九
七
︶
︑
ヨ
・
イ
ン
ソ
ク
﹁
大
韓
医
院
と
植

民
地
近
代
性
の
問
題
﹂
﹃
延
世
医
史
学
﹄
一
一

二
︵
二
〇
〇
八
︶
︑
な
ど
︒

②

ソ
ウ
ル
大
学
校
奎
章
閣
﹃
奎
章
閣
資
料
叢
書
法
典
篇

大
典
通
編

上
﹄
︵
ソ

ウ
ル
大
学
校
奎
章
閣
︑
一
九
九
八
︶
︑
三
七
三
頁
︒

③

木
村
尚
子
﹃
出
産
と
生
殖
を
め
ぐ
る
攻
防

産
婆
・
助
産
婦
団
体
と
産
科
医

の
一
〇
〇
年
﹄
︵
大
月
書
店
︑
二
〇
一
三
︶
︑
吉
田
佳
代
﹁
助
産
師
の
職
業
と
し
て

の
成
り
立
ち
：
そ
の
歴
史
的
展
開
﹂
﹃
熊
本
大
学
社
会
文
化
研
究
﹄
一
二
︵
二
〇

一
四
︶
︑
宇
佐
美
英
機
﹁
明
治
期
の
産
婆
規
則

滋
賀
県
の
事
例

﹂
﹃
社
会

科
学
﹄
四
五
︵
一
九
九
〇
︶
︑
宮
本
恭
子
﹁
島
根
県
に
お
け
る
近
代
産
婆
制
度
運

用
に
関
す
る
研
究
﹂
﹃
社
会
文
化
論
集
：
島
根
大
学
法
文
学
部
紀
要
社
会
文
化
学

科
編
﹄
一
一
︵
二
〇
一
五
︶
︑
柳
原
眞
知
子
﹁
﹁
産
婆
一
三
戒
﹂
に
見
る
近
代
産
婆

の
教
育
観
﹂
﹃
山
梨
大
学
看
護
学
会
誌
﹄
︵
二
〇
〇
三
︶
︑
八
木
聖
弥
﹁
明
治
初
期

の
看
護
・
助
産
教
育
﹂
﹃
京
都
府
立
医
科
大
学
雑
誌
﹄
一
一
九

二
︵
二
〇
一
〇
︶
︑

高
橋
み
や
子
﹁
東
京
府
病
院
産
婆
教
授
所
の
本
免
状
産
婆
教
育
に
関
す
る
研
究
﹂

﹃
看
護
教
育
学
研
究
﹄
一

二
︵
日
本
看
護
教
育
学
学
会
︑
一
九
九
三
︶
な
ど
︑

様
々
な
分
野
か
ら
の
研
究
が
あ
る
が
︑
今
回
の
論
文
で
は
日
本
の
産
婆
制
度
研
究

に
つ
い
て
の
整
理
は
省
い
た
︒

④

イ
・
コ
ッ
メ
﹃
韓
国
近
代
看
護
史
﹄
︵
図
書
出
版
ハ
ン
ウ
ル
︑
二
〇
〇
二
︶
︒

⑤

大
韓
助
産
協
会
﹃
助
産
歴
史
一
〇
〇
年
﹄
︵
大
韓
助
産
協
会
︑
二
〇
〇
六
︶
︒

⑥

イ
・
コ
ッ
メ
﹁
韓
信
光

韓
国
近
代
の
産
婆
で
あ
り
︑
看
護
婦
と
し
て
の
人

生
﹂
﹃
医
史
学
﹄
一
五

一
︵
二
〇
〇
六
︶
︑
同
﹁
日
帝
強
占
期
産
婆
鄭
鍾
明
の
人

生
と
運
動
﹂
﹃
医
史
学
﹄
二
九

三
︵
二
〇
一
二
︶
︒

⑦

彼
ら
は
一
九
一
〇
年
代
の
朝
鮮
に
お
け
る
産
婆
制
度
を
︑
藤
目
ゆ
き
の
論
を
引

用
し
て
日
本
明
治
政
府
が
富
国
強
兵
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
下
で
設
け
た
日
本
内
地

で
の
産
婆
制
度
普
及
と
時
期
的
に
も
一
致
す
る
と
評
価
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
実
際

に
朝
鮮
で
産
婆
規
則
が
定
め
ら
れ
た
の
が
一
九
一
四
年
︑
す
な
わ
ち
大
正
年
間
で

あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
明
治
政
府
と
一
九
一
〇
年
の
朝
鮮
総
督
府
の
行
政

方
針
を
ほ
ぼ
一
直
線
上
に
分
析
す
る
こ
と
は
︑
時
期
的
に
も
︑
そ
の
担
当
者
を
考

え
て
も
正
し
く
な
い
︒
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ェ
キ
ョ
ン
︑
キ
ム
・
ヒ
ェ
シ
ュ
ク
﹁
一
九
一
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〇
年
代
植
民
地
朝
鮮
に
具
現
さ
れ
た
衛
生
政
策
﹂
水
曜
歴
史
研
究
会
編
﹃
日
帝
の

植
民
地
支
配
政
策
と
毎
日
新
報

一
九
一
〇
年
代
﹄
︵
ド
ウ
リ
メ
デ
ィ
ア
︑
二

〇
〇
五
︶
五
九
～
一
二
二
頁
︒

⑧

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ェ
キ
ョ
ン
︑
キ
ム
・
ヒ
ェ
シ
ュ
ク
前
掲
論
文
︑
九
九
頁
︒

⑨

藤
目
ゆ
き
﹃
性
の
歴
史
学

公
娼
制
度
・
堕
胎
罪
体
制
か
ら
売
春
防
止
法
・

優
生
保
護
法
体
制
へ
﹄
︵
不
二
出
版
︑
一
九
九
七
︶
︒

⑩

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ェ
キ
ョ
ン
︑
キ
ム
・
ヒ
ェ
シ
ュ
ク
前
掲
論
文
︑
九
九
頁
︒

⑪

愼
蒼
健
﹁
植
民
地
衛
生
学
に
包
摂
さ
れ
な
い
朝
鮮
人

一
九
三
〇
年
代
朝
鮮

社
会
の
﹁
謎
﹂
か
ら
﹂
坂
野
徹
・
愼
蒼
健
編
﹃
帝
国
の
視
角
／
死
角
︿
昭
和
期
﹀

日
本
の
知
と
メ
デ
ィ
ア
﹄
︵
青
弓
社
︑
二
〇
一
〇
︶
︒

⑫

松
岡
悦
子
﹁
医
療
化
さ
れ
た
出
産
へ
の
道
程

韓
国
の
﹁
圧
縮
さ
れ
た
近

代
﹂
﹂
小
浜
正
子
・
松
岡
悦
子
編
﹃
ア
ジ
ア
の
出
産
と
家
族
計
画
﹄
︵
勉
誠
出
版
︑

二
〇
一
四
︶
︒

⑬

松
岡
前
掲
論
文
︑
二
五
一
頁
よ
り
再
引
用
︒

⑭

同
右
︑
二
五
一
～
二
五
二
頁
︒

⑮

同
右
︑
二
五
二
頁
︒

⑯

同
右
︑
二
五
三
頁
︒

⑰

同
右
︑
二
三
三
頁
︒

一

朝
鮮
の
出
産
風
習

植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
産
婆
政
策
を
分
析
す
る
た
め
に
は
︑
ま
ず
当
時
の
朝
鮮
に
お
け
る
出
産
風
習
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
︒
先
行

研
究
で
は
︑
朝
鮮
で
は
伝
統
的
に
産
婆
に
当
た
る
職
が
な
か
っ
た
た
め
︑
産
婆
政
策
も
定
着
で
き
な
か
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
き
た①
︒
確
か
に
︑

一
九
一
五
年
の
﹃
最
近
朝
鮮
事
情
要
覧
﹄
﹁
第
一
四
章

衛
生②
﹂
に
て
︑
朝
鮮
で
行
わ
れ
て
い
る
産
婆
制
度
を
紹
介
す
る
際
に
﹁
産
婆
ハ
従
来

朝
鮮
人
ニ
於
テ
就
業
ス
ル
者
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
一
般
人
ハ
産
時
ニ
他
人
ノ
介
補
了マ

マ

嫌
忌
セ
シ
カ
近
時
産
婆
ノ
技
能
ヲ
経
験
ス
ル
ニ
随
ヒ
稍
ヤ
歓

迎
ノ
色
ヲ
呈
セ
リ
﹂
と
述
べ
た
部
分
を
み
る
と
︑
植
民
地
支
配
初
期
か
ら
総
督
府
側
は
産
婆
制
度
の
不
振
の
理
由
を
朝
鮮
の
風
習
に
求
め
て
い

た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒

し
か
し
︑
職
業
と
し
て
︿
産
婆
﹀
に
就
く
も
の
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
前
近
代
朝
鮮
で
そ
の
よ
う
な
役
割
が
皆
無
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

す
な
わ
ち
︑
以
上
の
よ
う
な
評
価
が
正
し
い
の
か
を
分
析
す
る
た
め
に
は
︑
そ
も
そ
も
﹁
産
時
ニ
他
人
ノ
介
補
了
嫌
忌
セ
シ
カ
﹂
と
い
う
風
習

の
真
偽
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
︒

か
か
る
問
題
を
検
討
す
る
た
め
︑
こ
の
時
期
の
医
療
民
俗
誌
と
中
枢
院③
の
参
議
を
対
象
と
し
て
行
っ
た
朝
鮮
風
習
調
査
の
報
告
書
を
用
い
る
︒
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こ
れ
ま
で
の
朝
鮮
風
習
に
関
す
る
研
究
の
中
で
は
︑
朝
鮮
風
習
に
関
す
る
民
俗
誌
を
︑
作
成
者
は
軍
隊
や
警
察
関
係
の
日
本
人
が
多
か
っ
た
た

め
︑
そ
の
作
成
意
図
や
作
成
者
の
視
線
に
バ
イ
ア
ス
が
掛
か
っ
て
い
た
と
考
え
︑
信
憑
性
が
低
い
た
め
使
用
し
な
い
傾
向
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑

韓
志
沅④
の
指
摘
の
通
り
︑
一
九
一
〇
～
二
〇
年
代
の
医
療
民
俗
誌
と
医
療
民
俗
資
料
は
︑
植
民
地
行
政
の
施
行
の
た
め
作
成
し
た
も
の
で
あ
る

た
め
︑
一
定
の
事
実
を
反
映
し
た
も
の
で
︑
﹁
植
民
地
初
期
の
衛
生
行
政
の
土
台⑤
﹂
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
故
に
︑
こ
の
節
で
は
朝
鮮

の
出
産
風
習
に
つ
い
て
︑
調
査
及
び
作
成
者
の
意
図
に
注
意
し
つ
つ
︑
民
俗
誌
を
用
い
︑
加
え
て
中
枢
院
の
調
査
報
告
書
及
び
当
時
朝
鮮
の
新

聞
記
事
や
朝
鮮
人
が
著
し
た
出
産
風
俗
に
対
す
る
論
文
な
ど
も
用
い
る
こ
と
で
︑
多
角
的
に
検
証
す
る
︒

︵
一
︶

日
本
人
に
よ
る
朝
鮮
の
出
産
風
習
調
査

ま
ず
︑
第
八
師
団
軍
医
部
の
軍
医
た
ち
が
一
九
一
二
年
か
ら
二
年
間
の
朝
鮮
駐
箚
中
の
課
題
と
し
て
作
成
し
た
﹁
朝
鮮
人
ノ
衣
食
住
及
其
ノ

他
ノ
衛
生⑥
﹂
を
取
り
上
げ
た
い
︒
こ
の
う
ち
﹁
︵
四
︶
分
娩
︑
育
児
﹂
は
恵
山
鎮
︵
今
の
北
朝
鮮
の
両
江
道
恵
山
市
︶
の
出
産
風
習
を
当
時
一
等
軍

医
で
あ
っ
た
山
田
貫
一
が
調
査
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
分
娩
ニ
際
シ
テ
ハ
内
房
ヲ
産
室
ト
シ
テ
通
常
親
族
若
ク
ハ
知
己
ノ

経
産
婦
︵
又
ハ
出
産
ニ
経
験
ア
ル
婦
人
︶
数
名
専
ラ
産
婦
ヲ
介
助
ス⑦
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
﹁
︵
五
︶
衛
生
機
関
﹂
に
は
当
時
の
朝
鮮
に

お
け
る
産
婆
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
︑
﹁
産
婆
ト
シ
テ
専
門
ノ
学
ヲ
研
究
セ
シ
モ
ノ
ナ
ク
出
産
ニ
当
タ
リ
テ
ハ
家
中
ノ
経
験
ア
ル
老
婆
之
ヲ

看
護
シ
又
ハ
他
家
ノ
老
婆
ヲ
臨
時
雇
傭
ス⑧
﹂
と
︑
彼
ら
が
産
婆
を
規
定
す
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
の
一
つ
が
﹁
専
門
ノ
学
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
︒
ま
た
︑
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
朝
鮮
北
部
で
出
産
の
時
に
は
﹁
家
中
ノ
経
験
ア
ル
老
婆
﹂
や
﹁
他
家
ノ
老
婆
﹂
を
臨
時
に
雇
用
し

て
産
婦
の
看
護
に
当
た
ら
せ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

次
に
忠
清
道
と
江
原
道
の
地
方
警
察
部
長
を
歴
任
し
︑
植
民
地
期
の
朝
鮮
風
俗
調
査
に
お
い
て
著
名
な
今
村
鞆
﹃
朝
鮮
風
俗
集
﹄
を
取
り
上

げ
よ
う⑨
︒
彼
は
そ
の
序
文
で
︑
自
身
が
渡
鮮
し
た
一
九
〇
八
年
に
は
﹁
未
だ
法
令
も
完
備
せ
ず
︑
行
政
上
唯
手
加
減
を
以
て
処
理
す
る
事
務
甚

多
か
り
し
か
ば
︑
如
何
に
せ
ば
︑
職
務
の
執
行
が
民
度
ご
調
和
を
得
る
か
と
云
ふ
点
に
付
き
︑
苦
心
し
た
る⑩
﹂
と
し
て
︑
職
務
の
執
行
の
た
め
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に
調
査
を
始
め
た
と
明
記
し
て
い
る
︒
全
体
の
内
容
は
朝
鮮
王
朝
の
刑
事
警
察
や
官
制
︑
朝
鮮
人
の
犯
罪
・
出
産
・
迷
信
・
宗
教
ま
で
を
は
ば

広
く
扱
っ
て
い
る
︒

そ
の
中
の
﹁
朝
鮮
人
の
出
産
﹂
と
い
う
章
で
は
︑
当
時
朝
鮮
の
出
産
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

上
流
社
会
は
初
産
に
限
り
︑
五
六
ヶ
月
よ
り
生
家
に
帰
り
て
産
む
も
︑
中
以
下
は
夫
の
家
の
内
房
を
産
室
と
し
戸
牖
を
閉
ぢ
て
籠
居
す
︒
比
較
的
助
産
に

経
験
あ
る
老
婆
あ
り
之
れ
を
産
救
安
と
称
す
︑
分
娩
に
際
し
て
は
此
女
を
雇
ひ
来
り
婦
に
侍
せ
し
む
︒
下
級
社
会
は
産
救
安
を
要
せ
ず
︑
親
戚
の
老
母
が

之
を
援
け
或
は
産
婦
自
か
ら
助
産
の
用
を
弁
ず⑪

す
な
わ
ち
︑
上
流
社
会
と
そ
れ
以
下
の
社
会
と
は
異
な
る
文
化
が
あ
り
︑
上
流
社
会
の
妊
婦
は
自
分
の
実
家
に
帰
っ
て
出
産
す
る
が
︑
そ
れ

以
下
は
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
﹁
内
房
﹂
と
い
う
朝
鮮
時
代
の
婦
人
部
屋
を
産
室
に
し
て
閉
じ
籠
も
る
︒
か
つ
︑
上
流
階
級
は
助
産
経
験

が
あ
る
老
婆
を
﹁
産
救
安
﹂
と
し
て
分
娩
を
助
け
さ
せ
た
が
︑
そ
れ
以
下
の
階
級
の
人
々
は
﹁
産
救
安
﹂
を
要
し
て
い
な
か
っ
た
︒
以
上
か
ら

み
る
と
︑
朝
鮮
の
前
近
代
に
も
﹁
産
救
安
﹂
と
い
う
出
産
時
の
助
け
の
た
め
雇
う
女
性
等
は
い
た
︒
下
級
社
会
で
は
﹁
要
せ
ず
﹂
と
は
い
う
も

の
の
︑
実
際
は
﹁
産
救
安
﹂
を
雇
う
経
済
的
余
裕
が
な
か
っ
た
だ
け
で
出
産
を
手
伝
う
人
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
は
︑
﹁
親
戚
の
老
母
が
之

を
援
﹂
け
た
と
述
べ
た
部
分
か
ら
読
み
取
れ
る
︒

︵
二
︶

朝
鮮
人
に
よ
る
朝
鮮
の
出
産
風
習
調
査

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
こ
の
﹁
産
救
安
﹂
及
び
朝
鮮
の
出
産
風
習
に
つ
い
て
当
時
の
朝
鮮
人
は
ど
の
よ
う
に
語
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
一
九
二
四

年
一
一
月
一
七
日
に
嘱
託
李
寅
洙
よ
り
中
枢
院
書
記
官
長
へ
提
出
さ
れ
た
﹃
中
枢
院
調
査
資
料

雑
記
及
び
雑
資
料
︵
其
二⑫
︶
﹄
は
上
流
階
層

に
限
ら
れ
て
は
い
る
が
︑
朝
鮮
人
参
議
の
金
聖
睦
︵
調
査
担
当
者
︶
︑
柳
正
秀
︑
李
寅
洙
︑
朴
承
章
︑
劉
猛
︑
柳
鎮
爀
の
六
名
の
中
枢
院
参
議
が
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自
分
の
経
験
及
び
見
聞
し
た
朝
鮮
の
風
習
を
物
語
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
調
査
は
出
生
か
ら
教
育
︑
結
婚
︑
葬
式
ま
で
の
生
涯
に
わ
た
る
風

習
に
関
す
る
調
査
で
あ
り
︑
そ
の
調
査
項
目
は
大
き
く
﹁
一
︑
出
生
ヨ
リ
書
堂
ニ
入
ル
マ
テ
﹂
﹁
二
︑
書
堂
修
学
時
代
﹂
﹁
三
︑
結
婚
ヨ
リ
老
年

マ
テ
﹂
の
三
つ
か
ら
な
る
︒
こ
の
調
査
の
意
図
は
︑
﹁
風
俗
調
査
問
題
要
項⑬
﹂
の
最
後
の
﹁
備
考
﹂
の
﹁
本
問
題
ニ
就
テ
ハ
初
メ
テ
渡
鮮
シ
タ

ル
モ
ノ
ニ
説
明
ス
ル
ノ
心
持
ヲ
以
テ
平
易
ニ
経
験
又
ハ
見
聞
ヲ
記
載
ス
ル
ヲ
要
ス
﹂
と
い
う
部
分
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
︑
朝
鮮
に
渡
っ
て
来
る

日
本
人
に
朝
鮮
の
風
習
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
っ
た
︒

こ
の
う
ち
︑
出
産
風
習
に
関
す
る
部
分
は
﹁
一
︑
出
生
ヨ
リ
書
堂
ニ
入
ル
マ
テ
﹂
で
あ
り
︑
産
婆
に
最
も
関
係
あ
る
質
問
は
次
の
二
つ
︑

﹁
︵
六
︶
産
婆
ハ
必
ス
聘
ス
ル
ヤ
出
産
前
後
幾
日
間
来
ル
カ
﹂
︑
﹁
︵
七
︶
産
婆
ヘ
ノ
謝
礼
ノ
方
法
︑
時
期
及
金
品
ノ
程
度
如
何
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ

ら
の
質
問
に
対
す
る
各
自
の
答
え
は
︻
表
︼
と
し
て
ま
と
め
た
︒

︻
表
︼
の
返
答
を
総
合
し
て
み
る
と
︑
︿
産
婆
﹀
で
は
な
い
が
︑
親
戚
︑
も
し
く
は
近
隣
の
老
婆
で
出
産
や
助
産
の
経
験
の
あ
る
も
の
を
雇

っ
て
︑
家
計
の
程
に
よ
っ
て
差
は
あ
る
が
米
や
衣
服
を
以
て
謝
礼
と
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
言
葉
に
は
差
が
あ
っ

て
︑
以
上
の
老
婆
の
こ
と
を
金
聖
睦
は
﹁
解
産
求
援
﹂
と
︑
柳
正
秀
と
朴
承
章
は
﹁
解
産
救
援
﹂
と
呼
ぶ
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
金
聖
睦
と

柳
鎮
爀
は
以
上
の
よ
う
な
助
産
に
携
わ
る
老
婆
と
近
代
の
︿
産
婆
﹀
と
を
区
分
し
て
い
る
が
︑
他
の
人
々
の
返
答
に
は
そ
の
よ
う
な
区
別
は
読

み
取
れ
な
い
︒

さ
ら
に
﹁
産
救
安
﹂
に
関
す
る
論
文
と
し
て
︑
時
期
は
や
や
離
れ
て
い
る
が
︑
一
九
三
四
年
の
朝
鮮
民
俗
に
対
す
る
様
々
な
論
文
を
集
め
た

﹃
朝
鮮
民
俗
﹄
と
い
う
雑
誌
の
第
二
号
に
載
っ
た
金
文
卿⑭
の
﹁
出
産
に
関
す
る
民
俗

京
城
を
中
心
と
し
て

⑮

﹂
が
あ
る
︒
こ
の
論
文
は
︑

彼
の
序
文
に
よ
る
と
朝
鮮
民
俗
を
研
究
し
て
い
る
秋
葉
城
大
学
教
授⑯
の
依
頼
に
よ
っ
て
︑
京
城
の
知
り
合
い
の
老
婆
等
に
聞
き
取
っ
て
︑
調
査

し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
の
論
文
の
﹁
二
︑
分
娩
﹂
﹁
Ａ
分
娩
の
準
備
﹂
﹁
�
︑
﹁
産
救
安
﹂
﹂
に
は
︑
朝
鮮
の
出
産
風
俗
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
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※ 「一 出生より書堂に入るまで」『中枢院調査資料「雑記及雑資料（其二）」』（国史編纂所所蔵）より。

※ 本文にカタカナで表記されているものはカナカナで、ハングルはひらがなに読み替えて書き直した。

アラビア数字は引用者による。

※ （ ）は原文のままである。〔 〕は引用者によるもので、挿入文であることを示す。

※ 一部、意味が通らない箇所があるが、国漢混用文のまま表記した。

【表】 中枢院員を対象とした朝鮮風習調査に現れる朝鮮の出産風習

名前 出産風習の調査設問に対する答え

金聖睦 �．従来ハ近代式ノ産婆ナク概シテ夫家ニ於テハ姑又ハ夫ノ祖母実家ニ於テハ母、祖母之

ヲ為ス然〔ラ〕サレバ親戚中或ハ知人中（身分ヲ擇バス）経験ニ富ミ且ツ曽テ不幸ヲ

見ザル謂ハバ幸福（子福ノモノ）ノモノニ依頼シテ産婆ノ用ヲ為サシム之ヲ解産求援

ト謂フ是等ノ来ル日子ハ不定ナル〔モ〕大概孕婦ノ気嫌ヲ見テ来ラシム

�．産婆ヘノ謝礼ノ方法ハ金穀ト衣服又衣服地ヲ以テス其ノ時期ハ三七（二十一日間）百

日一周年ノ誕生日ナリ其ノ程度ハ貧富ノ程度ニ寄リ之ヲ異ニスルヲ以テ定リナシ

柳正秀 �．産婆の名称は無きも解産救援と称し多産経験人の中に有福者を選び臨産聘来し三七日

限り看護せしむ

�．産婆の謝礼は別に定めたる物が無きも裏衣一件は細布或は細〔綿〕を以て為す例給す

るを製す

李寅洙 �．産婆ハ助産ニ経験アル老婆ヲ雇フ事アリ或ハ家族及親戚中経歴アル者ニ頼ミ助産ヲサ

セル事アリテ産婆ヲ雇フ場合ハ出産前後二三日来ルモノナリ

�．産婆ノ謝礼ハ其家ノ貧富ノ程度ニ依リ一定セサルモ普通ノ家庭ニ於テハ産婆ノ衣服上

下一着米一二斗位ヒ遣ルモノナリ

朴承章 �．家族中ニ産事ニ経験アル老婆アレハ之レ産婦ノ介抱ヲ為シ相当ノモノナキ場合ハ他ヨ

リ聘スルモノニシテ大概〔予得ヲナシテ臨月ニ至レハ産婦ノ家ニ来テ孕婦ノ容態及腹

ノ具合ヲ察シテ安産ノ時（切られ）〕産前一週間ヨリ産後二週間位ヲ普通トスルモ之

レ矢張リ家計ノ程度ニ依〔ルヲ以テ〕産苦アルトキノミ聘スルコトアリ

�．産婆ヘノ謝礼ハ家計ノ程度ニ依ルモノニシテ普通トシテハ〔産後二三週日ニ至レハ〕

衣服ノ地トシテ金巾三十尺木綿一反ニ金四五円ト白米一二斗ヲ支給ス然シ産科カ貧寒

ナレハ別問題トシ豊福ナル家ニ付ケハ一度解産救援（産婆）ヲスレハ永年其ノ功労ヲ

称シ米穀、飲食其ノ他古衣類ヲ度々貰フコトアリ而シテ〔若シ之モ〕生児不幸ナレハ

更ニ請求スルコトナシ

劉猛 �．親母媤母乳母保姆媵婢世㜎之中で無所不可であり、臨時幹事するか或択他媪の嫺熟関

歴者し産期臨迫すれば預為準備して以待分娩という

�．所謂酬労が其揆不一し、或以米銭するか或以衣簪で必於帰家即時し、継後永作親人し

往来緊切に施誼多端と云う

柳鎮爀 �．中流以上ノ家庭ニテハ産前産後引続キ聘スルモ中流以下ノ家庭ニテハ分娩差迫リタル

トキ（凡ソ一周日以内）招クヲ普通トス、産婆専業者出来ルマテニハ比較的助産ニ経

験アル老婆ヲ聘セリ之レヲ産救安ヲ称ス下流ニ於テハ多ク親戚ノ老母カ之ヲ援ケ或ハ

産婦自ラ助産ノ用ヲ弁スルコトアリ

�．（�） 謝禮方法 大抵使者ヲシテ産婆ノ宅ヘ届ケシムルヲ普通トス

（�） 時期 大抵産後一週間以内トス

（） 金品 金銭ヲ贈クルヲ普通トスツモ稀ニ反物ヲ贈ルコトアリ

（�） 程度 貧富ニ依リ一様ナラザルモ普通二十円内外ト謂フ
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助
産
を
務
め
る
老
婆
を
﹁
산
구
완
﹂
︵
産
救
安
︶
と
か
︑
﹁
해
산
관
﹂
︵
解
産
救
安
︶
等
と
云
っ
て
︑
大
抵
は
妊
婦
の
家
の
老
婆
か
︑
妊
婦
の
母
或
ひ
は
祖
母

か
︑
又
は
妊
婦
の
姑
か
そ
の
役
に
任
ず
る
の
で
あ
る
が
︑
時
に
他
人
を
﹁
産
救
安
﹂
と
し
て
雇
ふ
場
合
も
あ
る
︒
こ
ん
な
時
は
︑
有
福
で
︑
子
孫
を
よ
く

育
て
た
︑
而
も
助
産
に
経
験
の
あ
る
老
婆
を
撰
ぶ
︒
そ
し
て
此
の
産
救
安
は
︑
分
娩
後
三
日
ま
で
産
家
に
止
ま
り
︑
助
産
の
役
を
勤
め
る
が
︑
時
に
は
初

七
日
ま
で
も
産
家
に
居
っ
て
︑
嬰
児
及
び
産
母
の
世
話
を
見
て
や
る
こ
と
も
あ
る
さ
う
だ
︒
こ
の
産
救
安
に
対
す
る
報
酬
は
︑
境
遇
に
応
じ
て
多
少
の
違

ひ
は
あ
る
が
︑
﹁
속
옷
﹂
︵
内
衣
︶
と
お
金
と
を
贈
る
こ
と
は
通
則
で
あ
る
ら
し
い
︒
そ
れ
は
嬰
児
の
寿
福
の
た
め
だ
と
云
ふ
が
︑
そ
の
訳
は
分
っ
て
い
な

い⑰
︒

こ
の
よ
う
に
︑
﹁
産
救
安
﹂
は
﹁
妊
婦
の
母
或
ひ
は
祖
母
か
︑
又
は
妊
婦
の
姑
﹂
︑
概
ね
妊
婦
の
家
族
の
老
婆
が
携
わ
っ
て
い
た
︒
ま
た
︑

﹁
産
救
安
﹂
や
︑
﹁
解
産
救
安
﹂
と
あ
り
︑
こ
れ
ら
は
近
代
的
職
業
と
は
言
い
が
た
い
が
︑
内
衣
︑
す
な
わ
ち
下
着
と
お
金
を
贈
る
と
述
べ
て

い
る
こ
と
か
ら
︑
賃
金
と
い
う
よ
り
は
謝
礼
品
や
金
と
い
う
形
式
で
︑
確
か
に
出
産
を
助
け
る
役
割
を
果
た
す
女
性
が
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
︒
た
だ
︑
そ
の
よ
う
な
人
を
雇
う
こ
と
が
で
き
る
階
級
と
で
き
な
い
階
級
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
実
態
な
の
で
あ
っ
た
︒
以
上
を
総

合
す
る
と
︑
朝
鮮
伝
統
の
出
産
風
習
は
極
め
て
私
的
に
行
わ
れ
た
が
︑
日
本
の
ト
リ
ア
ゲ
バ
バ
と
同
様
に
︑
産
科
学
な
ど
の
専
門
的
な
医
療
知

識
は
持
っ
て
な
い
が
︑
親
戚
も
し
く
は
近
隣
の
老
婆
の
中
で
助
産
の
役
割
を
担
っ
た
人
々
が
存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

︵
三
︶

メ
デ
ィ
ア
に
映
る
朝
鮮
の
出
産
風
習

朝
鮮
で
は
元
々
産
婆
と
い
う
も
の
が
な
い
と
い
う
認
識
は
ど
こ
に
起
因
し
た
も
の
か
︒
か
か
る
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
︑
ま
ず
は
一
九
一

〇
年
一
二
月
一
一
日
付
の
﹃
慶
南
日
報
﹄
の
﹁
衛
生
警
察
注
意⑱
﹂
と
題
さ
れ
た
朝
鮮
の
衛
生
に
お
け
る
弊
習
を
注
意
す
べ
し
と
述
べ
て
い
る
記

事
を
取
り
上
げ
た
い
︒
こ
の
記
事
の
要
旨
は
︑
朝
鮮
人
は
迷
信
の
た
め
近
代
医
学
に
頼
ら
な
い
出
産
風
習
が
あ
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
︒
こ
の

記
事
に
は
︑
衛
生
警
察
側
の
朝
鮮
出
産
風
習
へ
の
認
識
を
窺
わ
せ
る
文
章
が
載
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
﹁
産
婦
が
一
切
産
婆
の
手
を
経
て
い
な
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い
こ
と
等
の
迷
信
的
弊
風
は
今
日
に
も
往
々
に
有
り
﹂
と
︑
朝
鮮
人
は
迷
信
的
弊
風
が
あ
っ
て
産
婆
の
手
を
借
り
な
い
と
い
う
叙
述
で
あ
る
︒

こ
こ
で
興
味
深
い
こ
と
は
︑
朝
鮮
で
は
産
婆
を
利
用
し
て
い
な
い
と
断
言
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
記
事
が
言
う
と
こ
ろ
の
産
婆
が
︑

近
代
的
な
︿
産
婆
﹀
の
こ
と
で
あ
る
の
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
も
し
︿
産
婆
﹀
の
こ
と
な
ら
ば
︑
ま
だ
一
九
一
四
年
の
産
婆
規
則
が
設
置

さ
れ
る
前
で
あ
る
た
め
そ
の
よ
う
な
︿
産
婆
﹀
と
の
接
点
が
殆
ど
な
い
朝
鮮
人
た
ち
が
︿
産
婆
﹀
の
手
を
借
り
よ
う
と
し
な
い
こ
と
は
自
然
で

あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
産
婆
が
日
本
で
ト
リ
ア
ゲ
バ
バ
の
よ
う
な
伝
統
的
に
出
産
を
手
伝
う
女
性
と
想
定
し
て
調
査
を
し
た
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
︑

朝
鮮
で
は
風
習
上
産
婆
で
は
な
く
﹁
産
救
安
﹂
な
ど
と
呼
ん
で
い
た
た
め
︑
調
査
の
質
問
自
体
が
錯
誤
を
呼
び
起
こ
し
た
可
能
性
も
あ
る
︒
そ

れ
か
ら
︑
も
う
一
つ
注
目
に
値
す
る
の
は
︑
そ
の
よ
う
な
風
習
を
﹁
迷
信
的
弊
風
﹂
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
産
婆
の

手
を
借
り
な
い
こ
と
は
迷
信
と
等
値
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
朝
鮮
人
の
出
産
風
習
と
迷
信
を
等
値
し
て
批
判
す
る
内
容
の
記
事
は
こ
の
後
も
続
く
︒
一
九
一
〇
年
一
二
月
一
日
の
﹃
毎
日
申

報
﹄
第
一
面
に
は
﹁
出
産
と
産
婆⑲
﹂
と
題
さ
れ
た
社
説
が
掲
載
さ
れ
た
︒
出
産
こ
そ
が
世
界
で
一
番
の
難
事
と
書
き
出
し
︑
出
産
の
安
危
は
胎

児
の
位
置
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
妊
娠
五
ヶ
月
以
上
に
な
る
と
必
ず
︿
産
婆
﹀
に
頼
ん
で
︑
胎
児
の
位
置
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
︑

ま
た
︿
産
婆
﹀
に
頼
ん
で
お
け
ば
︑
も
し
横
産
逆
産
に
な
っ
て
も
処
置
が
で
き
る
し
︑
産
後
の
衛
生
的
処
理
ま
で
も
で
き
る
と
︿
産
婆
﹀
の
必

要
性
を
縷
々
と
述
べ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
朝
鮮
人
は
元
々
産
学
が
な
く
︑
単
に
老
婆
を
雇
う
か
︑
初
手
の
少
婦
に
任
せ
て
出
産
は
三
神
に
関
わ

る
も
の
と
信
じ
て
祈
禱
す
る
の
み
で
あ
る
と
批
判
し
︑
文
明
の
日
が
来
て
産
婆
学
が
振
興
し
て
い
る
の
で
︑
是
非
と
も
︿
産
婆
﹀
に
依
頼
し
よ

う
と
唱
え
る
内
容
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
朝
鮮
の
出
産
風
習
は
老
婆
や
素
人
の
少
婦
に
任
し
︑
迷
信
に
頼
っ
て
い
る
の
で
危
険
で
あ
る
と
批
判
し
︑
そ
の
解
決
の
た
め
に

は
︿
産
婆
﹀
の
利
用
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
︑
朝
鮮
の
出
産
風
習
と
近
代
的
産
婆
制
度
を
対
峙
さ
せ
る
言
説
で
あ
る
︒
﹃
毎
日
申
報
﹄
が
総
督

府
御
用
新
聞
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
︑
︿
産
婆
﹀
を
文
明
と
繫
い
で
そ
の
利
用
を
促
す
方
法
は
植
民
地
初
期
か

ら
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る⑳
︒

植民地朝鮮における出産風習と産婆養成政策（扈）
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こ
の
記
事
の
興
味
深
い
点
は
︑
老
婆
や
素
人
の
少
婦
な
ど
︑
朝
鮮
で
も
出
産
の
時
に
手
伝
う
女
性
た
ち
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
記
し
な
が
ら
も
︑

彼
女
ら
は
産
科
学
を
学
ん
だ
こ
と
の
な
い
無
知
の
も
の
で
あ
っ
た
と
問
題
視
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
近
代
知
識
を
学
ん
だ
︿
産

婆
﹀
と
い
う
中
間
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
の
介
入
に
よ
っ
て
朝
鮮
の
出
産
風
俗
の
改
善
を
目
指
し
て
い
た
と
評
価
で
き
る
︒

そ
れ
か
ら
︑
一
九
二
六
年
三
月
六
日
付
﹃
東
亜
日
報
﹄
の
﹁
家
庭
衛
生
︵
六㉑
︶
﹂
と
い
う
記
事
を
み
る
と
︑
﹁
朝
鮮
婦
人
の
中
で
は
︑
一
種
の

迷
信
的
考
え
で
解
産
す
る
時
は
サ
ム
シ
ン㉒
を
拝
め
て
い
る
か
ら
危
険
を
恐
れ
な
い
と
云
う
人
も
い
て
︑
若
し
く
は
病
院
に
行
く
と
必
ず
胎
児
を

裂
い
て
し
ま
う
な
ど
︑
機
械
で
取
り
出
す
等
︑
病
院
で
は
健
康
な
子
が
産
ま
れ
な
い
な
ど
の
根
拠
の
な
い
話
を
信
じ
て
⁝
﹂
と
朝
鮮
の
出
産
風

習
と
医
学
不
信
を
批
判
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
朝
鮮
の
人
々
は
出
産
は
サ
ム
シ
ン
と
い
う
神
の
仕
事
だ
と
い
う
迷
信
と
病
院
に
関
す
る
噂
を

信
じ
る
た
め
︑
医
学
に
頼
ら
な
い
危
険
な
出
産
風
習
を
保
っ
て
い
る
と
し
て
︑
﹁
迷
信
﹂
と
病
院
に
行
か
な
い
出
産
風
習
を
等
値
し
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
に
朝
鮮
人
の
出
産
風
習
と
迷
信
と
を
等
値
し
た
理
由
は
︑
朝
鮮
の
風
習
を
劣
等
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
︑
植
民
地
当
局
側
の

支
配
の
正
当
性
︑
す
な
わ
ち
︑
文
明
化
の
義
務
と
い
う
正
当
性
を
自
分
た
ち
に
与
え
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
こ
の
よ
う

な
等
値
は
危
機
感
を
醸
成
し
︑
︿
産
婆
﹀
の
利
用
を
奨
励
す
る
装
置
の
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
で
も
︑
植
民
地
朝
鮮
で
産
婆

制
度
が
定
着
で
き
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
︑
こ
の
よ
う
な
装
置
が
う
ま
く
働
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
︒
そ
の
理
由
は
﹁
産
婆
を

利
用
し
な
か
っ
た
﹂
風
習
の
た
め
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
﹁
解
産
救
安
﹂
と
い
う
親
戚
や
近
隣
の
老
婆
を
雇
い
︑
助
産
さ
せ
る
風
習
が
あ
っ
た
た

め
で
あ
り
︑
こ
の
風
習
と
衛
生
政
策
と
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
争
い
で
総
督
府
側
が
行
っ
た
近
代
衛
生
政
策
が
勝
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒

そ
し
て
︑
一
九
三
七
年
の
﹃
第
七
三
回
帝
国
議
会
資
料
﹄
の
﹁
二
六

朝
鮮
ニ
於
ケ
ル
医
師
︑
歯
科
医
師
︑
薬
剤
師
︑
産
婆
︑
看
護
婦
ノ
分

布
補
充
及
養
成
ノ
状
況㉓
﹂
に
あ
る
︑
植
民
地
朝
鮮
の
産
婆
制
度
を
植
民
地
当
局
が
評
価
し
た
﹁
古
来
鮮
人
ハ
分
娩
ニ
当
リ
他
人
ノ
介
補
ヲ
受
ク

ル
コ
ト
ヲ
嫌
忌
ス
ル
ノ
風
習
ア
リ
爲
ニ
併
合
前
ニ
在
リ
テ
ハ
助
産
ヲ
業
ト
ス
ル
者
ナ
カ
リ
シ
ガ
﹂
と
い
う
部
分
を
み
る
と
︑
以
上
の
言
説
︑
す

な
わ
ち
そ
も
そ
も
朝
鮮
で
は
産
婆
と
い
う
風
習
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
一
九
三
〇
年
代
に
至
る
ま
で
産
婆
養
成
不
振
の
言
い
訳
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
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①

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ェ
キ
ョ
ン
と
キ
ム
・
ヒ
ェ
シ
ュ
ク
︵
二
〇
〇
五
︑
九
九
頁
︶
は
︑

朝
鮮
に
は
元
々
出
産
す
る
時
に
は
家
族
や
親
戚
の
女
性
の
手
伝
い
を
受
け
︑
産
婆

等
を
呼
ぶ
文
化
が
な
か
っ
た
と
述
べ
た
︒

②

朝
鮮
総
督
府
編
纂
﹃
最
近
朝
鮮
事
情
要
覧
﹄
︵
朝
鮮
総
督
官
房
総
務
局
印
刷
所

印
刷
︑
一
九
一
五
︶
二
六
六
～
二
六
七
頁
︒

③

中
枢
院
は
大
韓
帝
国
期
の
一
八
九
四
年
第
一
次
甲
午
改
革
の
時
に
軍
国
機
務
処

で
推
進
し
た
政
治
改
変
の
た
め
失
職
し
た
政
治
家
た
ち
の
不
満
を
最
小
限
に
す
る

た
め
︑
失
職
者
を
優
遇
す
る
目
的
で
設
置
さ
れ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
第
二
次
甲
午
改

革
の
一
八
九
五
年
に
は
官
制
改
定
に
よ
り
そ
の
性
格
が
法
律
や
勅
令
を
審
査
し
議

定
す
る
機
関
と
改
定
さ
れ
て
そ
の
権
限
が
大
き
く
強
化
さ
れ
た
︒
中
枢
院
は
一
九

一
〇
年
の
合
併
後
も
勅
令
第
三
三
五
号
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
官
制
に
よ
っ
て
存
置

さ
れ
る
が
︑
そ
の
性
格
は
合
併
に
協
力
し
た
朝
鮮
人
功
労
者
の
中
で
総
督
府
官
僚

に
な
れ
な
か
っ
た
者
た
ち
に
︑
総
督
へ
の
諮
問
と
い
う
名
目
で
地
位
と
職
業
を
与

え
る
た
め
の
機
関
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
中
枢
院
の
諮
問
機
関
と
し
て
の
主
な
役
割

は
一
九
一
五
年
に
総
督
府
か
ら
移
管
さ
れ
た
旧
慣
調
査
事
務
で
あ
っ
た
が
︑
一
九

一
九
年
の
三
一
運
動
の
影
響
で
社
会
慣
習
に
対
す
る
諮
問
事
項
も
付
加
さ
れ
た
︒

キ
ム
・
ユ
ン
ジ
ョ
ン
﹃
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
研
究
＝
Ａ

stu
d
y
on
th
e

Ju
n
g
ch
u
w
on
of
th
e
g
ov
ern
m
en
t
g
en
eral
of
Joseon
﹄
淑
明
女
子
大
博
士

論
文
︵
二
〇
〇
九
︶
︒

④

韓
志
沅
﹃
朝
鮮
総
督
府
医
療
民
俗
誌
を
通
じ
て
見
た
衛
生
風
習
研
究
﹄
︵
民
俗

苑
︑
二
〇
一
三
︶
︒

⑤

同
右
︑
一
九
頁
︒

⑥

第
八
師
団
軍
医
部
編
﹃
朝
鮮
人
ノ
衣
食
住
及
其
ノ
他
ノ
衛
生
﹄
︵
龍
溪
書
舎
︑

二
〇
〇
五
︶
︒

⑦

同
右
︑
一
二
五
頁
︒

⑧

同
右
︑
一
二
七
頁
︒

⑨

今
村
鞆
﹃
朝
鮮
風
俗
集
﹄
︵
斯
道
館
︑
一
九
一
五
︶
︒

⑩

同
右
︑
﹁
自
敍
﹂
︒

⑪

同
右
︑
三
〇
五
頁
︒

⑫

﹃
中
枢
院
調
査
資
料
﹄
﹁
雑
記
及
び
雑
資
料
︵
其
二
︶
﹂
︵
国
史
編
纂
委
員
会
韓
国

史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
︑
h
ttp
://d
b
.h
istory
.g
o.k
r/item
/b
ook
V
iew
er.d
o?lev
elId

=
ju
_046_0010
︑
二
〇
二
〇
．
一
．
三
一
︶
︒

⑬

同
右
︑
一
五
頁
︒

⑭

金
文
卿
は
一
九
三
三
年
に
は
京
城
帝
国
大
学
の
法
文
学
部
の
助
手
で
あ
っ
た
が
︑

﹃
京
城
帝
国
大
学
一
覧
﹄
か
ら
名
前
が
確
認
で
き
る
の
は
こ
の
一
年
の
み
で
あ
る
︒

な
お
︑
助
手
の
場
合
は
そ
の
専
門
も
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
彼
は
助
手
会
に
も
所

属
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
︑
そ
の
後
の
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
︒
し

か
し
︑
こ
の
年
に
﹃
朝
鮮
の
鬼
神
﹄
を
著
し
た
社
会
学
講
座
担
任
の
教
授
と
し
て

秋
葉
隆
も
京
城
帝
国
大
学
の
法
文
学
部
に
い
た
こ
と
か
ら
︑
恐
ら
く
金
文
卿
は
秋

葉
隆
の
助
手
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
︒
﹃
京
城
帝
国
大
学
一
覧

昭
和
八
年
﹄

︵
京
城
帝
国
大
学
︑
一
九
三
三
．
八
︶
一
六
八
頁
︒
李
暁
辰
﹁
京
城
帝
国
大
学
文

科
助
手
会
と
会
報
﹃
学
海
﹄
﹂
﹃
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
﹄
五
〇
︵
二
〇

一
七
．
四
︶
二
七
一
～
二
八
五
頁
︒

⑮

金
文
卿
﹁
出
産
に
関
す
る
民
俗

京
城
を
中
心
と
し
て

﹂
﹃
朝
鮮
民
族
﹄

二
︵
朝
鮮
民
俗
学
会
︑
一
九
三
四
．
五
︶
三
五
～
一
〇
二
頁
︒

⑯

秋
葉
隆
に
つ
い
て
は
注
⑭
参
照
︒

⑰

金
文
卿
前
掲
論
文
︑
四
二
頁
︒

⑱

﹃
慶
南
日
報
﹄
一
九
一
〇
年
一
二
月
一
一
日
付
︒
﹃
慶
南
日
報
﹄
は
韓
国
人
に
よ

っ
て
一
九
〇
九
年
一
〇
月
一
五
日
創
刊
さ
れ
た
韓
国
最
初
の
地
方
新
聞
︒
発
行
人

兼
編
集
人
は
蔚
山
出
身
の
地
域
有
志
の
金
弘
祚
で
︑
発
刊
当
初
の
主
筆
は
﹁
是
日

也
放
聲
大
哭
﹂
で
有
名
な
言
論
人
で
あ
っ
た
張
志
淵
で
あ
っ
た
︒
一
九
一
五
に
廃

刊
︒
総
発
刊
号
数
は
八
八
七
号
︒
各
新
聞
の
よ
り
詳
し
い
性
格
等
の
分
析
は
︑
別

稿
を
用
意
し
て
い
る
︒
キ
ム
・
ナ
ン
ソ
ッ
ク
﹁
一
九
一
〇
年
代
慶
南
日
報
の
性
格

に
関
す
る
考
察
﹂
﹃
東
北
亜
研
究
﹄
一
三
︵
慶
南
大
学
極
東
問
題
研
究
所
︑
二
〇
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〇
八
︶
︒

⑲

﹃
毎
日
申
報
﹄
一
九
一
〇
年
一
二
月
一
日
付
︒
﹃
毎
日
申
報
﹄
は
︑
朝
鮮
語
新
聞

で
朝
鮮
人
を
対
象
と
し
た
朝
鮮
総
督
府
の
機
関
紙
で
あ
っ
た
︒
特
に
併
合
後
ま
も

な
い
一
九
一
〇
年
代
の
同
和
政
策
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︒

水
曜
歴
史
研
究
会
編
前
掲
書
︒

⑳

﹃
毎
日
申
報
﹄
﹁
産
婆
養
成
の
必
要
﹂
一
九
一
三
年
三
月
一
三
日
付
︑
﹁
社
説

産
婆
養
成
の
急
務
﹂
一
九
一
三
年
九
月
二
四
日
付
︑
﹁
社
説

産
婆
養
成
の
急
務
﹂

一
九
一
四
年
二
月
一
五
日
︑
﹁
産
婆
使
用
の
必
要
﹂
一
九
一
四
年
九
月
八
日
付
等
︒

㉑

こ
の
記
事
に
出
る
﹁
サ
ム
シ
ン
﹂
に
つ
い
て
は
注
㉒
を
参
照
︒
﹃
東
亜
日
報
﹄

一
九
二
六
年
三
月
六
日
付
︒
﹃
東
亜
日
報
﹄
は
発
行
兼
編
集
人
の
李
相
協
と
印
刷

人
の
李
容
文
の
名
義
で
発
行
許
可
申
請
書
を
出
し
て
︑
一
九
二
〇
年
一
月
六
日
付

で
許
可
を
受
け
た
朝
鮮
語
新
聞
︒
そ
の
勃
起
人
代
表
は
金
性
洙
で
︑
創
刊
当
時
の

社
長
は
朴
泳
孝
で
あ
っ
た
︒
重
要
幹
部
陣
は
金
性
洙
を
中
心
と
し
た
早
稲
田
大
学

出
身
の
留
学
派
で
あ
っ
た
︒
鄭
晋
錫

﹁
︿
東
亜
﹀
と
︿
朝
鮮
﹀
の
言
論
と
し
て
の

性
格
と
方
向

二
〇
年
代
前
半
期
民
族
指
導
論
の
方
向
﹂
﹃
韓
国
独
立
運
動
史

研
究
﹄
五
︵
独
立
記
念
館
韓
国
独
立
運
動
史
研
究
所
︑
一
九
九
一
︶
六
～
八
頁
︒

㉒

﹁
三
神
﹂
と
表
記
さ
れ
る
朝
鮮
伝
統
の
民
俗
宗
教
の
神
で
あ
り
︑
主
に
妊
娠
に

携
わ
る
︒
朝
鮮
史
編
修
会
嘱
託
な
ど
の
活
動
で
著
名
な
親
日
派
歴
史
家
で
あ
っ
た

催
南
善
の
﹃
朝
鮮
常
識
風
俗
篇
﹄
に
よ
る
と
︑
サ
ム
シ
ン
は
サ
ム
神
と
表
記
さ
れ
︑

サ
ム
と
い
う
の
は
震
語
で
胞
胎
を
指
す
語
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
︑
サ
ム
神
は
ま
ず

胞
胎
神
を
意
味
す
る
と
い
う
︒
一
方
︑
妊
娠
の
で
き
な
い
女
性
が
祈
る
神
で
も
あ

り
︑
そ
れ
を
綜
合
し
て
み
れ
ば
︑
サ
ム
神
は
命
神
で
あ
る
と
言
う
︒
催
南
善
﹁
朝

鮮
常
識

風
俗
篇
﹂
イ
・
デ
ヒ
ョ
ン
編
﹃
六
堂
催
南
善
全
集
一
二
文
化
・
風
俗
﹄

︵
ヨ
ク
ラ
ク
︑
二
〇
〇
五
︶
二
一
一
頁
︒

㉓

﹁
二
六

朝
鮮
ニ
於
ケ
ル
医
師
︑
歯
科
医
師
︑
薬
剤
師
︑
産
婆
︑
看
護
婦
ノ
分

布
補
充
及
養
成
ノ
状
況
﹂
﹃
第
七
三
回
帝
国
議
会
説
明
資
料
﹄
︵
国
家
記
録
院
所
蔵
︑

C
JA
0002471
︶
︒

二

在
朝
衛
生
医
療
関
係
者
の
見
た
朝
鮮
の
出
産
場
景

︵
一
︶

朝
鮮
総
督
府
衛
生
嘱
託
山
根
正
次
が
主
張
す
る
産
婆
養
成
の
急
務

朝
鮮
の
植
民
地
化
は
一
九
一
〇
年
の
韓
日
併
合
に
よ
る
が
︑
周
知
の
通
り
︑
一
九
〇
五
年
に
は
漢
城
︵
後
の
京
城
︶
に
統
監
府
が
設
け
ら
れ
︑

す
で
に
政
府
の
要
職
に
は
日
本
人
専
門
家
が
嘱
託
と
し
て
雇
わ
れ
︑
様
々
な
政
策
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
︒
殊
に
西
洋
医
学
に
基
づ

く
専
門
家
た
ち
の
意
見
は
重
要
視
さ
れ
︑
後
に
植
民
地
朝
鮮
で
行
わ
れ
た
医
療
・
衛
生
政
策
に
繫
が
っ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
植
民
地
朝
鮮
に

お
け
る
産
婆
制
度
の
意
図
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
は
︑
彼
ら
が
朝
鮮
の
出
産
習
俗
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
︒
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本
章
で
は
ま
ず
︑
一
九
一
〇
年
に
朝
鮮
総
督
府
衛
生
嘱
託
に
な
る
山
根
正
次
が
併
合
前
の
韓
国
の
衛
生
と
出
産
に
つ
い
て
述
べ
た
記
事
を
取

り
上
げ
よ
う
︒
山
根
は
︑
一
九
一
〇
年
五
月
に
私
立
日
本
医
学
校
の
校
長
の
ま
ま
︑
朝
鮮
総
督
府
の
衛
生
顧
問
に
就
き①
︑
内
部
衛
生
局
の
嘱
託

に
な
っ
た
後
は
︑
京
城
の
淑
明
女
学
校
や
地
方
で
﹁
衛
生
講
話
﹂
を
行
う
な
ど②
衛
生
に
関
す
る
言
論
活
動
に
積
極
的
で
あ
り
︑
植
民
地
朝
鮮
の

衛
生
政
策
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
評
価
さ
れ
る
人
物
で
あ
る③
︒
一
九
〇
五
年
︑
﹃
産
科
婦
雑
誌
﹄
に
載
っ
た
山
根
の
﹁
韓
国
衛
生
と
産

科
婦
の
関
係④
﹂
は
︑
ま
だ
韓
国
に
渡
る
前
で
は
あ
る
が
︑
日
本
の
産
科
婦
︑
す
な
わ
ち
︿
産
婆
﹀
を
派
遣
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
記
事

で
あ
る
︒

彼
は
ま
ず
︑
﹁
私
は
韓
国
に
於
て
は
日
本
よ
り
し
て
産
科
婦
を
差
向
く
る
の
必
要
あ
り
と
信
じ
ま
す
る
﹂
と
最
初
か
ら
言
い
立
て
た
後
︑
﹁
朝

鮮
人
の
婦
人
の
結
婚
を
し
た
も
の
の
死
ぬ
る
の
は
︑
何
に
因
っ
て
一
番
多
い
か
と
い
ふ
こ
と
を
聞
く
と
︑
何
分
に
も
産
科
婦
と
い
ふ
も
の
は
な

し
︑
産
科
医
と
い
ふ
や
う
な
も
の
の
な
い
為
に
︑
朝
鮮
で
は
産
の
時
に
斃
れ
る
者
恐
ら
く
は
産
蓐
熱
を
起
し
て
斃
れ
る
も
の
︑
或
は
難
産
の
為

に
医
者
の
助
け
が
な
い
為
に
死
す
る
も
の
等
が
一
番
多
い
と
云
ふ
こ
と
を
聞
い
て
居
っ
た
︑
又
今
回
韓
国
に
渡
っ
て
見
て
も
同
様
の
話
を
聞
く

や
う
な
姿
態
で
あ
っ
た⑤
﹂
と
︑
当
時
ま
だ
出
産
の
専
門
家
と
い
う
も
の
が
い
な
い
韓
国
の
惨
状
を
伝
え
て
い
る
︒

ま
た
︑
﹁
凡
そ
国
の
発
達
を
図
る
に
は
︑
ど
う
し
て
も
其
国
の
衛
生
と
い
ふ
も
の
の
発
達
を
良
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
国
民
が
強
壮
で

能
く
物
に
耐
へ
て
動
作
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
其
国
は
富
国
と
な
り
強
盛
と
な
る
の
で
あ
る⑥
﹂
と
︑
衛
生
の
発
達
と
そ
れ
に
よ
る
国
民
の

壮
健
が
富
国
に
繫
が
る
と
述
べ
︑
日
本
の
衛
生
学
者
た
ち
の
論
説
を
繰
り
返
し
て
い
る
︒
そ
れ
か
ら
︑
﹁
国
民
の
数
が
昔
は
日
本
と
は
差
別
が

な
か
っ
た
に
拘
ら
ず
一
方
に
於
て
は
大
変
に
増
殖
し
韓
国
に
於
て
は
其
数
を
減
じ
た
と
い
ふ
や
う
な
有
様
で
あ
る
︑
国
民
の
減
ず
る
国
は
発
達

を
し
な
い⑦
﹂
と
︑
︿
産
婆
﹀
の
派
遣
問
題
を
国
民
増
殖
と
そ
れ
に
よ
る
国
力
成
長
の
観
点
か
ら
見
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
︒
続

い
て
彼
は
韓
国
の
国
力
成
長
が
韓
国
を
保
護
す
る
日
本
の
急
務
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒

そ
の
国
民
増
殖
に
つ
い
て
彼
は
︑
﹁
今
の
朝
鮮
人
の
人
数
を
殖
や
す
上
に
於
て
は
女
性
が
沢
山
の
子
を
産
み
得
て
︑
能
く
之
を
育
た
し
む
る

や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
そ
れ
に
は
此
産
科
婦
を
彼
の
国
に
派
遣
し
て
実
験
あ
る
と
こ
ろ
の
産
科
婦
の
下
に
韓
国
の
婦
人
が
お
産
を
す
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る
と
い
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
︑
子
供
も
健
全
で
あ
り
︑
母
も
健
全
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
か
ら
し
て
︑
随
っ
て
国
民
が
殖
え
る
や
う
に
な
る
だ
ら
う

と
思
ひ
ま
す
る⑧
﹂
と
︑
経
験
の
あ
る
︿
産
婆
﹀
を
韓
国
に
派
遣
す
る
こ
と
を
そ
の
方
法
と
考
え
て
い
た
︒
続
い
て
︑
今
の
日
本
で
は
産
科
婦
養

成
が
盛
ん
に
な
り
︑
出
産
が
よ
り
清
潔
に
な
っ
た
が
︑
韓
国
の
場
合
は
ま
だ
不
潔
で
あ
る
た
め
産
褥
熱
で
死
ぬ
産
婦
が
多
い
と
歎
い
た
︒

彼
は
韓
国
の
出
産
の
不
潔
な
状
態
の
事
例
と
し
て
︑
韓
国
婦
人
は
妊
娠
し
た
ら
犬
の
子
を
飼
い
始
め
︑
そ
の
犬
に
出
産
時
の
血
液
や
悪
露
︑

ま
し
て
や
胎
盤
ま
で
食
わ
せ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
に
続
い
て
彼
は
︑
こ
の
よ
う
に
韓
国
の
出
産
が
ま
だ
不
潔
な
理
由
を
﹁
何
故
か
な
ら
ば

産
科
婦
と
い
ふ
も
の
の
有
難
き
こ
と
を
此
人
民
が
知
ら
な
い
結
果
で
あ
る
が
為
で
あ
る
﹂
と
︑
︿
産
婆
﹀
の
有
難
さ
を
理
解
し
て
い
な
い
か
ら

だ
と
言
い
立
て
て
い
る
︒
そ
し
て
﹁
若
し
も
此
日
本
よ
り
熟
練
し
た
と
こ
ろ
の
殊
に
実
地
に
最
も
熟
練
し
た
る
と
こ
ろ
の
産
科
婦
を
送
っ
て
此

韓
国
婦
人
の
産
に
立
会
は
せ
し
め
て
清
潔
法
を
守
っ
て
さ
う
し
て
能
く
や
ら
し
め
た
な
ら
ば
追
々
に
は
其
有
難
き
に
感
じ
て
多
数
の
妊
婦
が
日

本
の
産
科
婦
に
も
か
か
ら
う
し
︑
又
韓
国
の
婦
人
が
産
科
婦
を
稽
古
す
る
︑
学
ぶ
と
云
ふ
こ
と
に
ま
で
傾
い
て
来
る
に
違
い
な
い⑨
﹂
と
︑
日
本

の
︿
産
婆
﹀
が
韓
国
婦
人
の
出
産
に
立
ち
会
う
こ
と
で
韓
国
婦
人
も
徐
々
に
そ
の
﹁
有
難
さ
﹂
を
感
じ
て
︑
多
く
の
妊
婦
が
﹁
日
本
﹂
の
︿
産

婆
﹀
に
か
か
る
よ
う
に
す
る
た
め
︑
﹁
日
本
﹂
が
︿
産
婆
﹀
を
送
る
必
要
が
あ
る
と
再
説
し
て
い
る
︒
一
方
︑
韓
国
婦
人
が
︿
産
婆
﹀
に
な
る

可
能
性
に
つ
い
て
は
︑
日
本
の
産
婆
名
簿
登
録
な
ど
の
具
体
策
に
は
ふ
れ
ず
︑
﹁
産
科
婦
を
稽
古
﹂
し
て
︑
学
ぶ
よ
う
に
な
る
と
︑
曖
昧
な
表

現
に
と
ど
め
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
山
根
は
刺
激
的
な
事
例
を
挙
げ
て
韓
国
出
産
状
態
の
不
潔
な
イ
メ
ー
ジ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
︑
不
幸
で
不
勉
強
の
朝
鮮
人
を
学

問
に
優
れ
て
い
る
日
本
が
救
わ
な
い
と
い
け
な
い
と
述
べ
た
︒
韓
国
の
た
め
と
い
い
な
が
ら
︑
そ
の
主
体
は
あ
く
ま
で
も
﹁
日
本
人
﹂
と
考
え

て
い
て
︑
そ
の
経
験
豊
か
な
﹁
日
本
人
﹂
の
︿
産
婆
﹀
が
﹁
韓
国
婦
人
﹂
を
惨
状
か
ら
救
わ
な
い
と
い
け
な
い
と
︑
﹁
日
本
人
﹂
中
心
の
施
恩

的
な
構
想
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒

最
後
に
彼
は
︑
︿
産
婆
﹀
を
送
る
必
要
を
い
ま
一
度
取
り
上
げ
て
い
る
が
︑
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
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単
り
此
産
科
婦
が
韓
国
人
に
幸
ひ
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
韓
国
の
指
導
に
当
た
る
と
こ
ろ
の
日
本
人
が
是
れ
か
ら
は
沢
山
に
行
く
の
で
あ
る
︑
そ
れ
で
な
く

と
も
今
日
既
に
多
数
の
日
本
人
が
商
と
な
く
工
と
な
く
入
り
込
ん
で
居
る
以
上
は
夫
妻
を
連
れ
て
彼
方
へ
行
っ
て
居
り
又
多
数
行
く
の
で
あ
る
が
故
に
非

常
に
便
利
を
得
る
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
ふ
か
ら
後
来
熱
心
に
韓
国
に
行
っ
て
で
も
や
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
の
精
神
の
あ
る
者
を
し
て
之
を
学
ば
し
む
る
と
い

ふ
こ
と
は
必
要
で
あ
ら
う
と
思
ふ⑩

す
な
わ
ち
︑
併
合
の
前
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
彼
が
︿
産
婆
﹀
を
送
ろ
う
し
た
理
由
は
単
に
韓
国
人
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
︑
実
は

こ
れ
か
ら
多
数
の
日
本
人
が
韓
国
に
い
く
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
た
め
で
あ
っ
た⑪
︒
彼
に
と
っ
て
日
本
人
は
﹁
指
導
﹂
す
る
主
体
で
あ
っ
て
︑

朝
鮮
人
は
あ
く
ま
で
も
そ
れ
に
従
い
救
わ
れ
る
客
体
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
こ
の
部
分
か
ら
も
判
然
と
し
て
い
る
︒
勿
論
︑
こ
の
記
事
等
の
内
容

で
彼
が
朝
鮮
併
合
ま
で
も
く
ろ
ん
で
い
た
と
は
断
言
で
き
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
彼
ら
が
こ
れ
か
ら
も
日
本
が
朝
鮮
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒

山
根
の
こ
の
よ
う
な
日
本
の
︿
産
婆
﹀
を
朝
鮮
へ
送
る
計
画
は
︑
一
九
一
〇
年
一
〇
月
に
﹃
経
済
時
報
﹄
に
載
っ
た
﹁
朝
鮮
の
衛
生
状
態⑫
﹂

で
︑
植
民
地
政
策
の
二
要
事
と
し
て
衛
生
と
交
通
を
挙
げ
︑
植
民
地
に
な
っ
た
朝
鮮
の
こ
れ
か
ら
の
衛
生
政
策
に
お
け
る
急
務
を
出
産
状
態
の

改
善
だ
と
述
べ
︑
そ
の
解
決
の
た
め
女
医
や
︿
産
婆
﹀
な
ど
を
派
遣
し
よ
う
と
主
張
し
た
記
事
か
ら
も
確
認
で
き
る
︒
現
に
︑
産
婆
派
遣
と
い

う
計
画
は
同
時
期
同
仁
会
に
お
い
て
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た⑬
︒
﹁
日
進
医
学
を
基
礎
と
し
︑
仁
慈
博
愛
を
本
願
と
し
之
を
清
韓
其
他
亜
細
亜
諸

国
に
施
く⑭
﹂
こ
と
を
主
旨
と
す
る
こ
の
同
仁
会
で
山
根
は
一
九
〇
四
年
に
は
理
事
を
務
め
て
い
た⑮
︒
山
根
の
︿
産
婆
﹀
の
派
遣
︑
そ
し
て
︑
日

本
人
の
韓
国
進
出
と
い
う
主
張
は
こ
の
同
仁
会
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
︒

︵
二
︶

漢
城
病
院
産
科
婦
人
科
部
長
工
藤
武
城
の
﹁
韓
国
婦
人
分
娩
の
危
険
﹂

続
い
て
︑
一
九
〇
七
年
に
﹃
産
科
婦
雑
誌
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
当
時
漢
城
病
院⑯
産
科
婦
人
科
部
長
で
あ
っ
た
工
藤
武
城⑰
の
﹁
韓
国
婦
人
分
娩
の

植民地朝鮮における出産風習と産婆養成政策（扈）
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危
険⑱
﹂
を
見
て
み
よ
う
︒
工
藤
は
︑
﹁
元
来
国
民
の
消
長
は
人
口
の
繁
殖
率
に
正
比
例
﹂
す
る
の
で
あ
り
︑
﹁
現
代
に
於
て
も
洋
の
東
西
を
問
は

ず
︑
苟
く
も
文
明
国
に
伍
し
︑
富
国
強
兵
と
称
せ
ら
る
国
民
は
︑
常
に
人
口
繁
殖
に
意
を
注
い
で
分
娩
に
関
す
る
設
備
に
力
め
︑
年
々
幾
数
万

の
巨
資
は
此
が
為
め
に
投
ぜ
ら
れ
て
居
る⑲
﹂
と
︑
山
根
よ
り
鮮
や
か
に
﹁
富
国
強
兵
﹂
の
た
め
の
人
口
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒

そ
の
後
︑
﹁
翻
っ
て
之マ

を
之マ

を
韓
国
民
に
見
る
︒
彼
ら
の
間
に
は
一
の
分
娩
補
助
者
も
な
い
︒
目
下
余
の
手
許
に
集
っ
て
居
る
韓
国
の
医
学

文
献
に
於
て
散
見
す
る
分
娩
術
の
知
識
に
至
っ
て
は
殆
ど
ホ
ッ
テ
ン
ト
ッ
ト
土
民
以
下
で
あ
る⑳
﹂
と
︑
韓
国
の
医
学
知
識
が
﹁
ホ
ッ
テ
ン
ト
ッ

ト
土
民
﹂
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
も
の
だ
と
い
い
︑
彼
が
韓
国
人
の
医
療
程
度
を
野
蛮
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
し
て
工
藤
は
こ

の
よ
う
な
劣
悪
の
理
由
に
つ
い
て
︑
﹁
元
よ
り
産
科
助
産
婦
学
の
技
た
る
︑
天
性
羞
恥
の
念
に
富
め
る
婦
人
之
陰
部
に
関
し
て
居
る
︒
故
に
其

余
儀
な
く
せ
ら
る
る
程
度
迄
は
他
人
の
来
て
産
房
を
窺
ふ
を
忌
む
の
念
が
あ
る
の
と
︑
当
国
宗
教
的
の
迫
害
と
は
其
進
歩
を
妨
げ
ら
れ
し
原
因

で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
︑
文
献
の
示
す
処
に
因
れ
ば
︑
古
来
韓
国
婦
人
は
男
子
の
玩
弄
物
視
せ
ら
れ
︑
甚
だ
し
き
は
一
種
の
財
産
と
見
做
さ
れ
て
︑

そ
の
生
命
に
関
し
て
多
大
の
価
値
を
置
か
れ
て
無
か
っ
た
の
も
大
い
に
関
係
が
有
っ
た
ら
う㉑
﹂
と
︑
韓
国
女
性
の
地
位
の
低
さ
に
あ
る
と
述
べ

て
い
る
︒

こ
れ
に
続
い
て
︑
出
産
の
際
に
﹁
其
症
状
を
察
し
転
機
を
見
て
︑
分
娩
の
異
常
を
疾
く
医
に
報
じ
︑
応
急
の
処
置
を
な
し
︑
保
護
避
患
の
任

を
尽
す
べ
き
も
の
は
実
に
助
産
婦
で
あ
る
﹂
と
︿
産
婆
﹀
の
役
割
の
重
要
性
を
述
べ
て
か
ら
︑
﹁
然
る
に
韓
国
に
於
て
嘗
て
一
個
の
助
産
婦
学

校
の
設
立
あ
る
を
聞
か
ぬ
﹂
と
歎
い
て
い
る㉒
︒
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
︑
彼
は
当
時
﹁
韓
国
内
務
大
臣㉓
﹂
に
論
文
を
送
っ
て
助
産
婦
学
校

の
急
設
を
促
し
た
が
︑
そ
の
間
数
回
の
政
変
が
あ
り
︑
今
で
も
設
立
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る㉔
︒

続
い
て
︑
統
計
な
ど
を
用
い
て
︑
こ
れ
が
い
か
に
国
の
国
力
増
進
の
妨
げ
に
な
る
の
か
を
縷
々
と
述
べ
た
後
︑
い
ま
韓
国
の
人
口
が
日
本
の

五
分
の
一
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
を
㈠
﹁
多
産
を
忌
む
こ
と
﹂
︑
㈡
﹁
治
療
上
の
事
が
常
に
支
那
流
に
感
染
し
て
﹂
い
て
︑
産
科
書
も
な
い

様
子
︑
㈢
﹁
韓
人
一
般
の
頑
迷
な
る
こ
と
﹂
︑
㈣
最
後
に
﹁
婦
人
の
位
置
の
低
き
こ
と
﹂
で
あ
る
と
四
つ
に
纏
め
て
い
る
︒
こ
の
中
で
も
㈢
に

お
い
て
︑
そ
の
実
例
と
し
て
︑
当
時
朝
鮮
の
産
褥
が
﹁
必
ず
暗
黒
な
る
空
気
の
流
通
の
無
い
部
屋
で
︑
産
褥
熱
等
を
起
す
細
菌
を
贓
す
る
に
は
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最
も
便
利
な
藁
が
満
室
に
敷
か
れ
﹂
て
い
た
不
清
潔
な
産
室
の
状
態
に
あ
る
と
し
た
上
で
︑
出
産
の
と
き
に
﹁
産
婦
に
は
夏
冬
に
関
せ
ず
頭
部

か
た
袋
が
被
せ
ら
れ
︑
医
師
の
最
も
忌
む
座
位
を
取
ら
し
め
て
胎
頭
が
将
に
発
露
せ
む
と
す
る
時
︑
即
ち
最
も
危
険
な
時
に
は
医
の
室
内
に
居

る
を
許
さ
ぬ
﹂
と
し
て
︑
出
産
の
姿
勢
や
他
人
の
出
入
り
を
拒
む
習
俗
と
を
批
判
し
て
い
る㉕
︒
こ
こ
で
工
藤
は
︑
産
科
医
専
門
家
と
し
て
︑
韓

国
の
国
力
増
殖
の
た
め
に
﹁
頑
迷
﹂
な
韓
国
人
の
出
産
文
化
を
よ
り
よ
い
方
向
に
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
の
方
法
と
し
て
︑
産
婆
養
成

を
挙
げ
て
い
る
︒

山
根
正
次
と
工
藤
武
城
の
論
説
は
︑
日
本
人
の
派
遣
か
そ
れ
と
も
朝
鮮
内
の
産
婆
養
成
の
主
張
か
と
い
う
方
法
の
差
異
は
あ
る
︒
し
か
し
︑

二
人
と
も
日
本
が
朝
鮮
に
対
し
て
︿
産
婆
﹀
の
派
遣
や
養
成
す
る
必
要
性
を
強
調
す
る
た
め
︑
﹁
未
開
﹂
﹁
野
蛮
﹂
と
い
う
言
葉
が
直
接
使
用
さ

れ
て
は
い
な
い
が
︑
朝
鮮
の
出
産
風
習
や
女
性
人
権
を
劣
悪
で
未
だ
文
明
化
さ
れ
て
い
な
い
野
蛮
な
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
︒
こ
れ
は
野
蛮

に
対
す
る
指
導
の
正
当
化
に
も
繫
が
り
︑
こ
の
状
態
か
ら
韓
国
人
を
救
う
た
め
の
︿
産
婆
﹀
の
派
遣
︑
も
し
く
は
養
成
の
必
要
性
の
主
張
へ
と

落
ち
着
く
︒
こ
の
よ
う
な
文
明
・
非
文
明
と
互
換
さ
れ
る
衛
生
談
論
は
植
民
地
衛
生
行
政
で
発
生
す
る
暴
力
へ
の
正
当
化
に
も
繫
が
る
文
化
暴

力
と
し
て
作
動㉖
す
る
の
で
あ
る
︒

①

﹁
�
B

私
立
日
本
医
学
校
設
立
者
・
山
根
正
次
の
医
学
教
育
の
失
敗
﹂
﹃
日
本

医
史
学
雑
誌
﹄
五
一

二
︵
日
本
医
史
学
会
︑
二
〇
〇
五
︶
二
一
八
～
二
一
九
頁
︒

②

﹃
皇
城
新
聞
﹄
一
九
一
〇
年
七
月
一
〇
日
付
︒

③

一
八
五
七
年
一
二
月
二
三
日
山
口
県
出
生
︒
東
京
帝
国
大
学
医
学
部
出
身
︒
一

八
八
二
年
医
学
部
卒
業
後
︑
長
崎
医
学
校
の
教
授
に
︒
一
八
八
七
年
に
は
ド
イ
ツ

に
留
学
し
︑
法
医
学
と
衛
生
学
を
学
び
︑
四
年
後
帰
国
し
て
警
察
医
長
に
︒
一
八

九
三
年
に
は
警
察
医
長
と
中
央
衛
生
会
臨
時
委
員
を
兼
任
︒
一
九
〇
二
年
に
は
衆

議
院
総
選
挙
当
選
︒
﹁
警
察
医
長
山
根
正
次
外
四
名
任
官
ノ
件
﹂
﹃
任
免
裁
可
書
・

明
治
三
五
年
・
任
命
巻
二
五
﹄
︑
任

B
00148100
︑
東
京
国
立
公
文
書
所
蔵
︒
﹃
皇

城
新
聞
﹄
一
九
一
〇
年
七
月
一
〇
日
付
︒
ジ
ョ
ン
・
グ
ン
シ
ク
﹁
植
民
地
衛
生
警

察
の
形
成
と
変
化
︑
そ
し
て
遺
産

植
民
地
統
治
性
の
資
格
よ
り
﹂
﹃
社
会
と

歴
史
﹄
九
〇
︵
韓
国
社
会
史
学
会
︑
二
〇
一
一
︶
二
三
二
頁
︒

④

山
根
正
次
﹁
韓
国
衛
生
と
産
科
婦
の
関
係
﹂
﹃
産
科
婦
雑
誌
﹄
七
一
︵
一
九
〇

五
．
一
一
︶
︒

⑤

同
右
︑
一
頁
︒

⑥

同
右
︑
二
頁
︒

⑦

同
右
︒

⑧

同
右
︑
二
～
三
頁
︒

⑨

同
右
︑
四
頁
︒

⑩

同
右
︒

⑪

イ
・
コ
ッ
メ
︵
二
〇
〇
二
︑
八
二
頁
︶
と
松
岡
︵
二
〇
一
四
︑
二
三
三
頁
︶
も

植
民
地
朝
鮮
の
産
婆
制
度
の
施
行
理
由
を
日
本
人
の
定
着
の
た
め
で
あ
っ
た
と
評
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価
し
て
い
る
が
︑
そ
の
根
拠
を
提
示
し
て
い
な
い
︒

⑫

山
根
正
次
﹁
朝
鮮
の
衛
生
状
態
﹂
﹃
経
済
時
報
﹄
九
四
︵
一
九
一
〇
．
一
〇
︶
︒

⑬

同
仁
会
で
は
一
九
〇
四
年
か
ら
一
九
二
二
年
ま
で
の
大
隈
重
信
が
会
長
で
あ
っ

た
時
期
に
︑
中
国
及
び
朝
鮮
の
各
地
居
留
民
団
と
連
絡
し
︑
﹁
医
師
︑
助
産
婦
︑

看
護
婦
等
を
紹
介
派
遣
﹂
し
て
い
た
︒
同
仁
会
編
﹃
同
仁
会
三
十
年
史
﹄
︵
同
仁

会
︑
一
九
三
二
︶
五
九
頁
︒

⑭

﹁
衆
議
院
送
付
清
韓
医
事
衛
生
ニ
関
ス
ル
建
議
ノ
件
﹂
﹃
公
文
雑
纂
・
明
治
三
十

八
年
・
第
百
五
巻
・
帝
国
議
会
二
十
一

二
・
建
議
一
﹄
︑
纂
00964100
︑
東
京

国
立
公
文
書
所
蔵
︒

⑮

同
右
︒

⑯

一
八
九
五
年
に
当
時
衛
生
顧
問
で
あ
っ
た
瀬
脇
寿
雄
が
設
立
し
た
病
院
で
︑
パ

ク
・
ユ
ン
ゼ
︵
﹃
韓
国
近
代
医
学
の
起
源
﹄
ヘ
ア
ン
︑
二
〇
〇
五
︑
九
〇
～
九
八

頁
︶
に
よ
る
と
︑
瀬
脇
寿
雄
が
解
雇
さ
れ
る
と
日
本
海
軍
が
朝
鮮
人
懐
柔
の
た
め

買
収
し
て
運
営
し
た
と
い
う
︒
一
方
︑
佐
藤
剛
蔵
の
﹃
朝
鮮
医
育
史
﹄
︵
佐
藤
先

生
喜
寿
祝
賀
会
︑
一
九
五
六
︑
一
三
頁
︶
に
よ
る
と
︑
こ
の
漢
城
病
院
は
日
本
海

軍
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
京
城
の
日
本
人
街
明
治
町
に
あ
っ
た
病
院
で
︑
後
に
日
本

人
居
留
民
団
立
に
な
っ
た
と
い
う
︒
一
九
〇
一
年
一
〇
月
一
〇
日
付
﹃
皇
城
新

聞
﹄
の
﹁
漢
城
病
院
の
景
況
﹂
と
い
う
記
事
に
は
︑
こ
の
時
期
に
す
で
に
﹁
医

女
﹂
を
雇
用
し
て
﹁
婦
人
科
産
科
嬰
児
科
﹂
を
設
け
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

⑰

一
八
七
八
年
に
熊
本
県
の
士
族
の
工
藤
唯
次
郎
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
︒

済
々
黌
に
通
い
︑
一
九
歳
の
時
に
長
崎
医
学
専
門
学
校
で
四
年
間
修
学
︑
一
九
〇

一
年
に
浜
田
玄
達
の
助
手
を
し
た
︒
一
九
〇
三
年
に
は
ド
イ
ツ
に
渡
り
︑
ユ
リ
ウ

ス
・
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
大
学
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
の
婦
人
科
教
室
に
入
学
し
︑
一
九
〇

四
年
七
月
医
学
博
士
号
を
取
っ
た
︒
一
九
〇
五
年
四
月
に
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
婦

人
科
に
移
っ
た
︒
同
年
一
二
月
漢
城
病
院
の
産
科
婦
人
科
の
部
長
と
し
て
就
任
し
︑

一
九
四
四
年
九
月
一
三
日
に
は
日
本
赤
十
字
社
に
対
す
る
協
調
と
功
労
が
認
定
さ

れ
朝
鮮
総
督
府
か
ら
有
功
章
を
も
ら
っ
た
︒
チ
ェ
・
ゼ
モ
ク
／
キ
ム
・
ゾ
ン
ゴ
ン

は
工
藤
の
朝
鮮
に
お
け
る
医
学
活
動
に
つ
い
て
︑
家
父
長
制
下
で
社
会
的
地
位
の

低
か
っ
た
朝
鮮
の
婦
人
に
関
心
を
示
し
た
が
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
﹁
日
帝
の
利

益
﹂
の
た
め
で
あ
っ
て
︑
日
本
の
﹁
富
国
強
兵
﹂
の
方
法
と
し
て
優
良
児
を
保
護

し
︑
﹁
皇
国
臣
民
﹂
の
多
産
に
そ
の
目
標
が
あ
っ
た
と
評
価
し
た
︒
チ
ェ
・
ゼ
モ

ク
／
キ
ム
・
ゾ
ン
ゴ
ン
﹁
工
藤
武
樹
の
医
学
と
F
皇
道
儒
学
G
に
関
す
る
考
察
﹂

﹃
医
師
学
﹄
二
四

三
︵
二
〇
一
五
︶
︒

⑱

工
藤
武
城
﹁
韓
国
婦
人
分
娩
の
危
険
﹂
﹃
産
科
婦
雑
誌
﹄
九
二
︵
一
九
〇
七
．

八
︶
︒

⑲

同
右
︑
三
頁
︒

⑳

同
右
︒
こ
こ
に
出
る
﹁
ホ
ッ
テ
ン
ト
ッ
ト
土
民
﹂
と
は
﹁
H
o
tte
n
to
t﹂
の
こ

と
で
︑
ア
フ
リ
カ
の
民
族
の
コ
イ
コ
イ
人
の
こ
と
を
言
う
︒

㉑

同
右
︑
四
頁
︒

㉒

同
右
︒

㉓

こ
こ
で
示
さ
れ
る
﹁
韓
国
内
務
大
臣
﹂
と
は
李
址
鎔
の
こ
と
で
︑
一
九
〇
五
年

五
月
二
〇
日
か
ら
一
九
〇
七
年
一
一
月
ま
で
内
部
大
臣
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
途

中
一
九
〇
五
年
九
月
九
日
か
ら
同
年
同
月
一
七
日
ま
で
は
学
部
大
臣
に
任
命
さ
れ

て
い
た
︒
﹃
韓
国
史
料
叢
書
第
一
七

大
韓
帝
国
官
員
履
歴
書
﹄
︵
大
韓
民
国
文
教

部
国
史
編
纂
委
員
会
︑
一
九
七
二
︶
七
六
五
頁
︒

㉔

同
右
︑
四
～
五
頁
︒

㉕

同
右
︑
六
～
七
頁
︒

㉖

こ
こ
で
の
暴
力
と
は

J.G
a
ltu
n
g
の
い
う
暴
力
の
三
角
編
隊
︑
す
な
わ
ち
直
接

暴
力
・
構
造
的
暴
力
そ
し
て
文
化
的
暴
力
を
示
す
︒
柳
善
栄
は
衛
生
こ
そ
こ
の
暴

力
の
三
角
編
隊
を
証
明
す
る
と
し
た
上
で
︑
衛
生
行
政
の
事
例
と
し
て
︑
衛
生
警

察
の
殴
打
を
直
接
暴
力
︑
病
院
及
び
医
療
人
力
不
足
な
ど
を
構
造
的
暴
力
︑
そ
れ

か
ら
︑
朝
鮮
人
は
衛
生
観
念
が
低
く
無
知
で
あ
る
た
め
伝
染
病
流
行
し
や
す
い
と

い
う
民
俗
性
談
論
の
形
成
を
文
化
的
暴
力
の
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
︒
柳
善
栄

﹁
植
民
地
近
代
性
と
日
常
暴
力
﹂
﹃
大
東
文
化
研
究
﹄
九
六
︵
成
均
館
大
学
校
東
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ア
ジ
ア
学
術
院
︑
二
〇
一
六
︶
二
五
～
二
六
頁
︒

三

植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
産
婆
養
成

︵
一
︶

産
婆
政
策
の
前
提
︑
産
婆
養
成

第
一
章
の
検
討
に
よ
り
︑
伝
統
的
に
朝
鮮
の
出
産
の
場
に
は
︑
﹁
産
救
安
﹂
﹁
解
産
救
安
﹂
と
い
う
助
産
の
役
割
を
担
っ
た
女
性
た
ち
が
い
た

が
︑
メ
デ
ィ
ア
で
は
朝
鮮
人
の
出
産
風
習
を
迷
信
的
も
の
と
等
値
し
︑
そ
れ
が
︿
産
婆
﹀
を
利
用
し
な
い
理
由
で
あ
る
と
い
う
論
説
を
繰
り
広

げ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
︒
ま
た
︑
第
二
章
で
は
︑
植
民
地
初
期
段
階
か
ら
︑
衛
生
・
医
療
専
門
家
等
は
産
婆
派
遣
も
し
く
は
養
成
を
主
張

し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
な
ら
ば
︑
こ
の
よ
う
な
状
態
で
植
民
当
局
は
ど
の
よ
う
な
制
度
を
︑
い
か
に
施
行
し
よ
う
と
し
た
の
か
︒

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ェ
キ
ョ
ン
と
キ
ム
・
ヒ
ェ
シ
ュ
ク
の
指
摘
に
よ
れ
ば
朝
鮮
に
お
け
る
産
婆
制
度
の
始
ま
り
は
︑
産
婆
免
許
を
得
る
﹁
資
格
﹂
が

定
ま
れ
た
﹁
産
婆
規
則
﹂
が
発
布
さ
れ
る
一
九
一
四
年
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し①
︑
イ
・
コ
ッ
メ
の
研
究
に
よ
る
と
一
九
〇
八
年
の
段
階
で
内

部
衛
生
局
で
は
す
で
に
医
師
・
薬
剤
師
・
産
婆
・
看
護
婦
に
対
し
て
全
国
的
な
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
て
い
た②
︒
こ
れ
に
つ
い
て
イ
・
コ
ッ
メ
は
︑

︿
産
婆
﹀
の
資
格
が
ま
だ
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
の
時
期
︑
産
婆
認
定
の
基
準
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
上
︑
そ
の
分
布
に
お
い
て
も
特
に
朝
鮮

人
︿
産
婆
﹀
が
漢
城
府
に
は
一
人
も
な
く
︑
京
幾
道
に
は
一
八
人
も
い
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
調
査
結
果
は
信
頼
で
き
な
い
と
指

摘
し
て
い
る③
︒

実
態
を
考
え
る
上
で
注
意
し
た
い
の
は
︑
前
近
代
か
ら
の
ト
リ
ア
ゲ
バ
バ
等
の
助
産
を
担
っ
た
女
性
を
吸
収
し
︑
現
地
免
許
を
与
え
た
り
︑

再
教
育
し
た
り
し
て
︿
産
婆
﹀
を
規
制
し
よ
う
と
し
た
明
治
政
府
の
産
婆
制
度
と
は
異
な
っ
て④
︑
朝
鮮
で
は
︿
産
婆
﹀
自
体
の
養
成
が
必
要
で

あ
っ
た
点
で
あ
る
︒
行
政
と
し
て
は
ま
ず
︿
産
婆
﹀
の
養
成
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
韓
日
併
合
の
前
の
一
九
〇
七
年
︑
す
で
に
大
韓
医

院⑤
に
お
い
て
西
洋
医
学
に
基
づ
く
産
婆
養
成
が
図
ら
れ
た
︒
同
年
三
月
二
三
日
に
発
布
さ
れ
た
勅
令
第
九
号
﹁
大
韓
医
院
官
制
﹂
に
よ
る
と
︑
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大
韓
医
院
は
﹁
医
育
﹂
を
も
掌
る
機
関
で
あ
り
︑
教
育
部
が
﹁
一
医
師
養
成

二

薬
剤
師
養
成

三

産
婆
及
看
護
婦
養
成

四

教
科
書

編
纂
﹂
に
携
わ
る
の
が
医
育
の
内
容
で
あ
っ
た⑥
︒
し
か
し
︑
こ
の
法
令
に
は
各
々
の
養
成
施
設
や
︑
養
成
対
象
︑
養
成
資
格
な
ど
の
規
定
は
皆

無
で
あ
り
︑
実
際
に
設
置
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る⑦
︒
な
お
︑
前
述
の
工
藤
武
城
の
一
九
〇
七
年
の
記
事
に
﹁
然
る
に
韓
国
に
於

て
嘗
て
一
個
の
助
産
婦
学
校
の
設
立
あ
る
を
聞
か
ぬ⑧
﹂
と
述
べ
た
部
分
を
踏
ま
え
る
と
︑
そ
の
原
稿
の
完
成
時
期
が
掲
載
時
期
よ
り
早
い
こ
と

を
考
慮
し
て
も
︑
こ
の
一
九
〇
七
年
三
月
段
階
に
は
ま
だ
養
成
所
は
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
︒
同
年
一
二
月
二
九
日
発
布
の

﹁
大
韓
医
院
官
制
改
正⑨
﹂
で
も
変
わ
り
は
な
か
っ
た
︒

一
方
︑
﹃
大
韓
毎
日
申
報
﹄
の
一
九
〇
八
年
七
月
一
七
日
の
記
事⑩
か
ら
︑
南
村
に
居
住
す
る
イ
・
ジ
ョ
ン
ム
ン
︵
李
鐘
汶
︶
と
い
う
人
物
が
朝

鮮
に
は
産
婆
教
育
が
な
く
︑
出
産
時
に
﹁
易
致
傷
命
﹂
で
あ
る
と
嘆
き
︑
朝
鮮
初
の
助
産
婦
養
成
所
の
設
立
を
内
部
へ
請
願
し
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
︒
し
か
し
後
続
記
事
が
な
い
た
め
︑
こ
の
請
願
が
叶
っ
た
か
否
か
は
確
認
で
き
な
い
︒

統
監
府
に
よ
る
産
婆
養
成
の
第
一
歩
は
︑
一
九
〇
九
年
二
月
二
六
日
の
改
正
に
お
い
て
﹁
第
二
条

大
韓
医
院
に
附
属
学
校
を
お
き
医
師
薬

剤
師
産
婆
及
看
護
師
に
関
す
る
事
項
を
掌
る⑪
﹂
と
初
め
て
﹁
附
属
学
校
を
置
﹂
く
と
い
う
養
成
の
方
法
が
示
さ
れ
た
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
の
実
施
に
つ
い
て
の
細
則
は
そ
の
一
年
後
の
一
九
一
〇
年
二
月
七
日
に
発
布
さ
れ
た
︒

こ
の
内
部
令
第
五
号
﹁
大
韓
医
院
附
属
医
学
校
規
則⑫
﹂
の
﹁
第
一
章

総
説
﹂
︑
第
二
条
で
は
︿
産
婆
﹀
と
看
護
師
は
同
じ
く
二
ヶ
年
の
授

業
年
限
が
定
め
ら
れ
て
︑
第
四
条
で
は
一
学
年
の
学
生
定
員
数
が
医
学
科
に
五
〇
人
︑
薬
学
科
に
一
〇
人
︑
産
婆
科
に
一
〇
人
︑
看
護
科
に
二

〇
人
と
決
め
ら
れ
︑
医
学
科
と
薬
学
科
は
﹁
教
授
を
日
語
で
行
う
﹂
こ
と
と
な
っ
て
い
た⑬
︒
な
お
︑
﹁
第
二
章

入
学

退
学

懲
戒

黜
学
﹂

を
み
る
と
︑
そ
の
入
学
資
格
は
︑
四
科
同
じ
く
﹁
年
齢
十
八
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
で
操
行
が
方
正
な
者
と
し
て
身
体
検
査
及
入
学
試
験
に
合

格
し
た
者
﹂
に
限
ら
れ
︑
入
学
試
験
に
お
い
て
は
四
科
に
差
異
が
あ
り
︑
医
学
科
・
薬
学
科
は
﹁
国
漢
文
︵
四
書
講
読
・
作
文
︶
﹂
・
﹁
算
術
︵
四

則
分
数
︶
﹂
﹁
日
語
︵
日
本
高
等
小
学
読
本
の
講
読
・
会
話
・
翻
訳
︶
﹂
で
あ
り
︑
産
婆
科
と
看
護
科
の
場
合
﹁
読
書
︵
国
文
五
倫
行
実
︶
﹂
・
﹁
作
文
︵
簡

易
な
国
文
の
作
文
︶
﹂
と
な
っ
て
い
た⑭
︒
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こ
の
大
韓
医
院
は
朝
鮮
が
植
民
地
に
な
っ
た
一
九
一
〇
年
九
月
三
〇
日
に
勅
令
第
三
六
八
号
﹁
朝
鮮
総
督
府
医
院
官
制
﹂
に
よ
っ
て
朝
鮮
総

督
府
医
院
と
し
て
改
め
ら
れ
る
が
︑
﹁
第
二
条

医
院
ニ
附
属
医
学
講
習
所
ヲ
置
キ
医
師
︑
産
婆
及
看
護
婦
ノ
養
成
ニ
関
ス
ル
事
ヲ
掌
ル
﹂
と

あ
る
よ
う
に
︑
産
婆
養
成
の
教
育
機
関
と
し
て
の
性
格
は
保
た
れ
て
い
た⑮
︒

他
方
で
︑
朝
鮮
人
社
会
の
中
で
も
助
産
婦
養
成
所
設
置
の
動
き
が
あ
っ
た
︒
一
九
一
〇
年
一
月
一
一
日
の
﹃
毎
日
申
報
﹄
と
﹃
皇
城
新
聞
﹄

の
記
事
に
よ
る
と
︑
一
九
〇
九
年
一
一
月
九
日
に
ユ
ン
・
チ
ソ
ン
が
中
部
校
洞
︵
漢
城
府
︶
で
設
立
し
た
助
産
婦
養
成
所
の
発
起
会
が
開
か
れ

た
︒
池
錫
永
た
ち
が
参
席
し
こ
の
発
起
会
で
︑
所
長
に
故
洪
淳
寬
の
婦
人
朴
氏
を
︑
副
所
長
に
尹
高
羅
を
︑
総
務
に
崔
善
卿
を
選
出
し
た
と
述

べ
ら
れ
て
い
る⑯
︒
同
年
六
月
に
は
同
所
の
一
般
任
員
と
し
て
︑
所
長
に
は
閔
泳
リ
ン
︑
副
所
長
に
崔
誠
卿
︑
監
督
に
徐
光
前
︑
総
務
に
呉
亀
泳
︑

学
監
に
劉
兼
珌
︑
賛
成
長
に
金
任
和
を
選
出
し
た⑰
︒

こ
の
助
産
婦
養
成
所
は
こ
の
後
も
京
城
の
助
産
婦
養
成
所
と
し
て
新
聞
記
事
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
︒
例
え
ば
︑
卒
業
生
が
記
事
に
紹
介
さ

れ⑱
︑
こ
の
施
設
主
催
で
行
わ
れ
た
衛
生
歓
燈
会
や
演
奏
会
の
記
事
が
あ
り
︑
そ
の
場
に
お
い
て
︑
劉
兼
珌
と
韓
民
済
と
い
う
医
師
が
女
性
啓
蒙

を
唱
え
る
講
演
を
施
し
た⑲
︒
と
こ
ろ
が
︑
一
九
一
〇
年
の
一
〇
月
の
段
階
か
ら
ほ
ぼ
毎
年
︑
養
成
所
の
経
営
が
困
難
に
陥
っ
て
い
る
旨
の
記
事⑳

が
載
っ
て
︑
一
九
一
八
年
四
月
八
日
の
卒
業
式
の
記
事
掲
載㉑
の
以
後
に
は
管
見
の
限
り
︑
新
聞
紙
面
上
で
養
成
所
に
関
す
る
記
事
は
確
認
で
き

な
い
︒
お
そ
ら
く
廃
所
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
植
民
地
初
期
か
ら
大
韓
医
院
と
い
う
御
用
機
関
に
お
け
る
公
的
な
産
婆
養
成
と
︑
朝
鮮
人
た
ち
が
自
分
た
ち
の
手
で
設
立

し
た
助
産
婦
養
成
所
が
共
存
し
て
い
た
︒
医
学
専
門
家
に
よ
る
出
産
の
助
け
に
つ
い
て
は
︑
総
督
府
側
だ
け
で
は
な
く
︑
朝
鮮
人
の
方
も
そ
の

必
要
性
を
感
じ
︑
朝
鮮
人
自
ら
施
設
を
建
て
て
運
用
し
た
こ
と
は
︑
朝
鮮
人
社
会
内
部
で
も
出
産
衛
生
を
改
善
し
よ
う
と
し
た
動
き
が
あ
っ
た

こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒

本
格
的
に
産
婆
養
成
制
度
が
始
ま
り
︑
韓
日
併
合
後
の
一
九
一
〇
年
一
二
月
に
は
山
根
が
︿
産
婆
﹀
に
関
す
る
言
説
の
場
に
再
び
登
場
す
る
︒

同
年
同
月
三
日
付
と
五
日
付
の
﹃
慶
南
日
報
﹄
に
は
﹁
山
根
氏
衛
生
講
話㉒
﹂
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
︒
こ
の
記
事
は
︑
﹁
総
督
府
衛
生
嘱
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託
山
根
正
次
氏
は
三
昨
日
下
午
二
時
に
当
地
城
外
日
本
居
留
民
尋
常
小
学
校
で
朝
鮮
人
に
対
し
て
衛
生
上
講
話
会
を
開
し
た
﹂
で
始
ま
り
︑
記

者
が
直
接
聞
き
取
っ
た
も
の
を
記
事
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
山
根
は
︑
ま
ず
衛
生
の
重
要
性
を
語
る
中
で
﹁
国
富
兵
強
﹂
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
唱
え
た
上
で
︑
衛
生
上
の
急
務
の
第
三
と
し
て
︿
産
婆
﹀
を
取
り
上
げ
︑
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
︒

朝
鮮
で
は
自
来
産
婆
の
有
益
さ
を
不
知
で
あ
り
︑
産
婆
が
な
く
︑
若
し
順
産
す
る
境
遇
に
は
曾
経
産
婦
に
問
う
こ
と
の
み
で
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
り
人
命
の

危
険
さ
が
不
尠
で
原
来
朝
鮮
婦
人
は
腋
下
を
堅
固
に
束
帯
す
る
た
め
其
腹
が
果
大
に
な
り
腹
中
児
が
若
し
横
臥
す
れ
ば
︑
孕
婦
は
生
命
を
横
絶
す
る
獘
も

多
く
︑
或
は
分
娩
の
時
に
倒
産
す
る
こ
と
も
有
り
︑
危
険
が
極
多
な
の
に
看
護
の
産
婆
が
な
い
の
で
今
回
総
督
府
で
は
三
十
余
名
の
産
婆
を
養
成
す
る
に

当
地
に
も
慈
恵
医
院
が
設
施
さ
れ
た
こ
と
は
︑
即
ち
こ
れ
等
養
成
の
方
針
を
研
究
し
た㉓

山
根
は
こ
の
朝
鮮
人
向
け
の
衛
生
談
話
で
︑
前
章
で
挙
げ
た
記
事
と
同
様
に
朝
鮮
で
︿
産
婆
﹀
が
い
な
い
理
由
を
﹁
産
婆
の
有
益
さ
を
不

知
﹂
で
あ
る
た
め
と
指
摘
し
︑
当
時
の
朝
鮮
出
産
状
態
の
危
険
さ
を
訴
え
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
解
決
策
と
し
て
朝
鮮
に
お
け
る
産
婆
養
成
を
唱

え
た
︒
彼
が
そ
の
養
成
の
対
象
を
明
確
に
し
て
い
な
か
っ
た
理
由
は
︑
日
本
人
産
婆
養
成
も
含
め
て
考
え
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
山
根
の
演
説
と
第
一
章
で
検
討
し
た
メ
デ
ィ
ア
記
事
を
総
合
し
て
考
え
る
と
︑
朝
鮮
風
習
に
関
す
る
調
査
の
結
果
は
朝
鮮
の
出
産
風
習

を
迷
信
に
頼
る
危
険
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
︑
そ
の
対
峙
点
に
産
科
学
と
い
う
近
代
学
問
を
学
ん
だ
︿
産
婆
﹀
を
措
く
こ
と
で
︑
総
督
府
側

の
政
策
の
正
当
性
を
後
押
し
す
る
役
割
を
担
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
強
固
に
す
る
た
め
︑
在
朝
鮮
医
学
専

門
家
の
語
り
に
よ
っ
て
朝
鮮
の
出
産
場
景
の
惨
め
さ
を
再
現
す
る
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
演
説
・
新
聞
な
ど
を
用
い
て
︑
朝
鮮
の
出
産
風

習
の
危
険
さ
を
強
調
し
︑
産
婆
養
成
の
必
要
性
を
唱
え
た
上
で
︑
総
督
府
は
産
婆
養
成
に
具
体
的
に
踏
み
出
し
た
︒

一
九
一
一
年
二
月
の
布
令
第
一
九
号
﹁
朝
鮮
総
督
府
医
院
附
属
医
学
講
習
所
規
則㉔
﹂
に
よ
っ
て
そ
の
附
属
講
習
所
の
修
業
年
限
や
入
学
資
格

が
よ
り
詳
し
く
定
ま
っ
た
︒
こ
こ
で
は
︿
産
婆
﹀
が
﹁
助
産
婦
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
特
記
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
そ
の
入
学
資
格
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で
あ
る
︒

第
十
条

医
科
生
徒
ハ
朝
鮮
人
タ
ル
男
子
︑
助
産
婦
科
看
護
婦
科
生
徒
ハ
朝
鮮
人
タ
ル
女
子
ト
シ
医
科
︑
助
産
婦
科
第
一
学
年
又
ハ
看
護
婦
科
第
一
学
期

ニ
入
学
ヲ
許
可
ス
ヘ
キ
者
ハ
左
ノ
各
号
ニ
該
当
シ
入
学
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

一

年
齢
十
七
歳
以
上
二
十
五
歳
以
下
ノ
者

二

身
体
健
全
ニ
シ
テ
品
行
方
正
ナ
ル
者

高
等
学
校
第
一
学
年
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
ハ
医
科
ニ
︑
普
通
学
校
第
四
学
年
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
ハ
助
産
婦
科
ニ
︑
普
通
学
校
第
三
学
年
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
ハ

看
護
婦
科
ニ
試
験
ヲ
行
ハ
ス
シ
テ
入
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ㉕

こ
の
条
を
み
る
と
︑
朝
鮮
総
督
府
附
属
医
院
の
講
習
所
に
は
朝
鮮
人
の
み
入
学
で
き
る
こ
と
︑
そ
し
て
入
学
試
験
を
受
け
ず
に
入
学
で
き
る

資
格
は
︑
助
産
婦
が
﹁
普
通
学
校
第
四
学
年
ヲ
修
了
﹂
で
︑
看
護
婦
が
そ
れ
よ
り
一
年
短
い
﹁
普
通
学
校
第
三
学
年
ヲ
修
了
﹂
で
あ
り
︑
看
護

婦
よ
り
は
助
産
婦
の
方
が
高
い
学
歴
を
要
求
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
医
科
に
は
男
性
の
み
が
︑
助
産
婦
科
と
看
護
婦
科
に
は
女
性
の
み
が
入

学
で
き
︑
政
策
の
最
初
の
段
階
か
ら
︑
男
女
に
よ
る
差
別
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
︒

︵
二
︶

産
婆
養
成
の
催
促
︑
速
成
産
婆
養
成

産
婆
教
育
に
お
い
て
重
要
な
第
二
歩
は
︑
一
九
一
三
年
一
〇
月
四
日
に
発
布
さ
れ
た
︑
朝
鮮
総
督
府
令
第
九
四
号
﹁
朝
鮮
総
督
府
道
慈
恵
医

院
助
産
婦
及
看
護
婦
養
成
規
程㉖
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
規
定
は
﹁
第
一
条

道
慈
恵
医
院
ニ
助
産
婦
及
看
護
婦
養
成
ノ
為
助
産
婦
科
︑
看
護
婦
科
及

速
成
助
産
婦
科
ヲ
置
ク
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
主
に
助
産
婦
の
養
成
の
た
め
︑
全
国
各
道
の
慈
恵
医
院
に
助
産
婦

科
・
看
護
婦
科
・
速
成
助
産
婦
科
を
設
け
る
目
的
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
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総
督
府
医
院
の
設
置
が
植
民
地
朝
鮮
の
医
療
・
衛
生
機
関
を
掌
握
し
た
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
︑
総
督
府
医
院
自
体
は
京
城

に
置
か
れ
た
一
つ
の
病
院
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
規
程
は
全
国
に
設
置
さ
れ
た
慈
恵
医
院
で
産
婆
養
成
を
開
始
し
︑
特
に
速
成
助

産
婦
科
の
設
置
を
明
記
し
た
点
に
そ
の
重
要
性
が
あ
る
︒
速
成
助
産
婦
科
の
設
置
は
植
民
地
朝
鮮
の
み
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
こ

と
は
総
督
府
が
︿
産
婆
﹀
の
養
成
を
い
か
に
緊
急
な
も
の
と
認
識
し
て
い
た
の
か
を
窺
わ
せ
る
︒

第
三
・
四
条
を
み
る
と
︑
助
産
婦
科
と
速
成
助
産
婦
科
と
の
違
い
が
分
か
る
︒
ま
ず
第
三
条
は
修
業
年
限
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
︑
助

産
婦
科
は
﹁
助
産
婦
科
ノ
修
業
期
間
ハ
一
年
ト
シ
四
月
一
日
ニ
始
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
ニ
終
ル
﹂
と
︑
速
成
助
産
婦
科
は
﹁
五
箇
月
以
上
ト

シ
其
ノ
期
間
及
始
期
ハ
募
集
ノ
都
度
道
長
官
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
院
長
之
ヲ
定
ム
﹂
と
な
っ
て
い
て
︑
速
成
の
修
業
期
間
が
ほ
ぼ
半
分
で
あ
り
︑
開

始
時
期
も
柔
軟
性
が
あ
っ
た
︒

第
五
条
は
入
学
資
格
を
定
め
る
条
目
で
︑
﹁
年
齢
満
十
七
歳
以
上
三
十
歳
以
下
ノ
身
体
健
全
品
行
方
正
ナ
ル
女
子
ニ
シ
テ
入
学
試
験
ニ
及
第

シ
タ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
﹂
と
年
齢
制
限
に
お
い
て
は
朝
鮮
総
督
府
医
院
附
属
講
習
所
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
︑
こ
こ
に
は
朝
鮮
人
と
い
う

表
現
は
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
教
育
施
設
は
朝
鮮
人
だ
け
で
は
な
く
︑
日
本
人
も
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
さ
ら
に
入
学
試
験
な

し
で
入
学
で
き
る
資
格
を
み
る
と
︑
﹁
速
成
助
産
婦
科
﹂
は
﹁
道
長
官
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
院
長
之
ヲ
定
ム
﹂
と
な
っ
て
い
て
︑
そ
の
資
格
の
曖
昧

性
と
柔
軟
性
が
窺
え
る
︒

一
方
︑
助
産
婦
科
と
看
護
婦
科
の
入
学
資
格
を
み
る
と
﹁
看
護
婦
科
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
助
産
婦
科
ニ
︑
尋
常
小
学
校
又
ハ
修
業
年
限
四
年

以
上
ノ
普
通
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
看
護
婦
科
ニ
試
験
ヲ
行
ハ
ス
シ
テ
入
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
﹂
と
定
め
ら
れ
て
お
り
︑
助
産
婦
科
に

進
学
す
る
た
め
に
は
看
護
婦
科
を
卒
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
て
︑
実
際
助
産
婦
科
を
卒
業
す
る
た
め
に
は
看
護
婦
科
一
年

半
と
助
産
婦
科
一
年
を
合
わ
せ
て
二
年
半
の
修
業
期
限
が
設
定
さ
れ
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
日
本
人
対
象
の
教
育
機
関
と
朝
鮮
人
対
象
の
教
育
機

関
を
併
記
し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
こ
の
施
設
が
日
本
人
と
朝
鮮
人
と
を
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
が
再
び
確
認
で
き
る
︒

こ
こ
で
問
題
は
︑
当
時
日
本
内
地
と
朝
鮮
に
住
ん
で
い
た
日
本
人
は
属
地
主
義
に
よ
っ
て
初
等
教
育
ま
で
ほ
ぼ
義
務
教
育
で
あ
っ
た
が
︑
朝
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鮮
人
は
義
務
教
育
で
は
な
か
っ
た
た
め㉗
︑
教
育
水
準
に
お
い
て
雲
泥
の
差
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
︑
女
性
教
育
が

甚
だ
し
く
劣
っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
に
及
ば
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑
一
九
二
一
年
五
月
末
の
朝
鮮
に
お
い
て
の
教
育
状
態
を
み
る

と
︑
全
国
で
公
立
普
通
学
校
︵
朝
鮮
人
通
学
︶
の
生
徒
数
は
一
五
〇
︑
〇
五
一
名
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
で
︑
女
性
数
は
約
一
二
・
七
％
の
僅
か

一
九
︑
〇
九
一
名㉘
に
過
ぎ
な
い
︒
一
方
︑
同
年
の
小
学
校
︵
在
朝
日
本
人
通
学
︶
の
生
徒
数
が
全
四
八
︑
七
五
二
名
中
︑
女
子
は
約
五
〇
％
の

二
三
︑
一
九
二
名㉙
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
較
し
て
み
れ
ば
︑
そ
の
差
異
は
甚
だ
し
い
︒
一
九
二
〇
年
末
の
人
口
数
が
朝
鮮
人
一
六
︑
九
一
六
︑
〇

七
八
名
で
︑
朝
鮮
に
居
住
し
た
内
地
人
が
三
四
七
︑
八
五
〇
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば㉚
︑
教
育
実
態
に
お
い
て
︑
如
何
に
大
き
な
差
が
あ

っ
た
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う㉛
︒
そ
の
た
め
︑
一
見
公
平
に
見
え
る
入
学
資
格
は
実
は
在
朝
日
本
人
に
有
利
な
条
文
で
あ
っ
た
︒

一
方
︑
同
日
こ
の
布
令
と
一
緒
に
発
布
さ
れ
た
朝
鮮
総
督
府
訓
令
第
五
〇
号㉜
に
は
︑
産
婆
養
成
に
対
す
る
総
督
府
の
意
図
が
よ
り
明
確
に
示

さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
訓
令
は
当
時
の
総
督
寺
内
正
毅
が
自
ら
助
産
婦
と
看
護
婦
の
養
成
の
緊
急
性
を
語
っ
た
も
の
で
︑
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
た
︒

朝
鮮
各
道
ニ
於
ケ
ル
助
産
婦
及
看
護
婦
ノ
分
布
ハ
甚
希
薄
ニ
シ
テ
其
ノ
普
及
ヲ
図
ル
ハ
方
今
ノ
急
務
ト
ス
是
ヲ
以
テ
過
般
地
方
官
官
制
ノ
改
正
ニ
祭
シ
朝

鮮
総
督
府
医
院
ニ
於
テ
ノ
ミ
助
産
婦
及
看
護
婦
ヲ
養
成
ス
ル
ノ
制
ヲ
改
メ
道
慈
恵
医
院
ニ
於
テ
モ
亦
之
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
シ
今
般
其
ノ
養
成
ニ
関
ス
ル

規
程
ヲ
公
布
セ
リ
就
中
助
産
婦
ノ
普
及
ハ
焦
眉
ノ
急
ナ
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
短
期
教
育
ヲ
以
テ
其
ノ
急
需
ニ
応
セ
シ
ム
ル
為
特
ニ
速
成
科
ヲ
設
置
セ
シ
ム
ル
コ

ト
ト
為
セ
リ㉝

こ
の
よ
う
に
︑
寺
内
は
助
産
婦
・
看
護
婦
の
両
方
と
も
朝
鮮
で
は
数
が
足
り
な
い
が
︑
助
産
婦
の
養
成
の
方
が
看
護
婦
の
養
成
よ
り
急
務
と

考
え
て
︑
﹁
速
成
科
﹂
ま
で
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
語
っ
て
い
た
︒
寺
内
は
ま
た
速
成
助
産
婦
科
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒
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速
成
助
産
婦
科
ハ
短
期
間
ニ
修
業
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
特
ニ
学
科
ノ
按
配
ヲ
考
慮
シ
高
遠
ノ
学
科
ヲ
避
ケ
成
ル
ヘ
ク
必
須
ノ
智
識
技
能
ヲ
授
ク
ル

ニ
止
メ
実
務
ノ
練
習
ヲ
主
眼
ト
シ
以
テ
卒
業
後
能
ク
実
地
ニ
就
キ
テ
其
ノ
任
務
ヲ
遂
行
シ
得
ル
者
タ
ラ
シ
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス㉞

こ
の
部
分
か
ら
︑
速
成
助
産
婦
科
に
お
い
て
は
﹁
高
遠
ノ
学
科
﹂
よ
り
は
︑
﹁
実
務
ノ
練
習
﹂
に
そ
の
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
察
せ

ら
れ
る
︒
な
ら
ば
︑
こ
の
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
速
成
助
産
婦
養
成
の
制
度
の
主
な
対
象
は
誰
で
あ
っ
た
の
か
︒

一
九
一
三
年
一
一
月
一
五
日
に
発
布
し
た
官
通
牒
第
三
六
九
号
と
そ
の
別
紙㉟
を
み
る
と
︑
こ
の
速
成
助
産
婦
養
成
の
対
象
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

こ
の
通
牒
は
﹁
速
成
助
産
婦
科
生
徒
募
集
ニ
関
ス
ル
件
﹂
と
い
う
題
目
で
内
務
部
長
官
よ
り
各
道
長
官
及
び
各
慈
恵
医
院
長
︵
済
州
︑
安
東
︑

楚
山
︑
江
陵
︑
会
寧
を
除
く
︶
へ
宛
て
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
は
﹁
慈
恵
医
院
速
成
助
産
婦
科
生
徒
募
集
ニ
関
ス
ル
件
﹂
と
い
う
別
紙
が
あ

る
が
︑
こ
れ
は
警
務
総
監
部
警
務
課
長
と
衛
生
課
長
の
名
で
出
さ
れ
︑
各
道
警
務
部
長
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

両
方
と
も
来
年
一
月
か
ら
開
設
さ
れ
る
速
成
助
産
婦
科
の
施
行
に
先
立
っ
て
そ
の
要
旨
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
︒
特
に
こ
の
速
成
助
産
婦
科

の
生
徒
を
﹁
成
ル
ヘ
ク
憲
兵
巡
査
ノ
家
族
中
の
志
望
者
ヨ
リ
之
ヲ
選
抜
入
学
セ
シ
ム
ル
ヲ
適
切
﹂
と
し
︑
別
紙
に
は
よ
り
詳
し
く
速
成
助
産
婦

科
の
対
象
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
明
示
し
て
い
る
︒

其
ノ
生
徒
ヲ
成
ル
ヘ
ク
各
道
在
勤
ノ
憲
兵
又
ハ
巡
査
ノ
家
族
中
ヨ
リ
選
抜
セ
ラ
レ
ヘ
キ
旨
其
ノ
筋
ヨ
リ
照
会
有
之
候
処
右
ハ
当
部
ニ
於
テ
モ
已
に
其
ノ
必

要
ヲ
感
シ
居
候
義
ニ
付
之
ニ
対
シ
テ
ハ
左
記
ニ
依
リ
成
ル
ヘ
ク
便
宜
ヲ
与
フ
ヘ
キ
方
針
ニ
候
条
慈
恵
医
院
長
ト
打
合
セ
ノ
上
相
当
資
格
者
ニ
入
学
方
勧
誘

ノ
上
候
補
者
ノ
属
ス
ル
憲
兵
巡
査
ノ
所
属
官
署
名
人
名
及
続
柄
其
ノ
他
ノ
状
況
等
ヲ
来
ル
一
二
月
二
〇
日
迄
ニ
報
告
相
成
度
依
命
此
段
及
通
牒
候
也

記

一
在
勤
地
遠
隔
ノ
為
通
学
シ
難
キ
等
ノ
事
情
ア
ル
者
ハ
成
ル
ヘ
ク
転
勤
セ
シ
ム
ル
コ
ト

二
卒
業
ノ
上
ハ
産
婆
営
業
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
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但
シ
其
ノ
卒
業
者
ノ
属
ス
ル
憲
兵
︑
巡
査
ハ
可
成
産
婆
ノ
必
要
ト
ス
ル
地
ニ
転
勤
セ
シ
ム
ル
コ
ト㊱

こ
の
通
牒
を
み
る
限
り
︑
速
成
助
産
婦
科
は
そ
の
最
初
段
階
か
ら
憲
兵
・
巡
査
と
い
う
地
方
の
警
察
公
務
員
の
家
族
を
産
婆
と
し
て
養
成
す

る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
た
︒
そ
れ
か
ら
︑
﹁
記
﹂
の
﹁
一
﹂
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
︑
総
督
府
側
は
︑
通
学
が
難
し
い
状
態
な
ら
ば
︑
転

勤
さ
せ
て
ま
で
憲
兵
・
巡
査
の
家
族
を
︿
産
婆
﹀
と
し
て
養
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒

さ
ら
に
︑
朝
鮮
植
民
地
政
策
に
対
す
る
行
政
報
告
書
で
あ
る
﹁
�
U
︑
︹
仮
︺
総
督
府
施
設
歴
史
調
査
書
類㊲
﹂
︵
以
後
﹁
調
査
書
﹂
と
略
記
︶
を

見
て
み
よ
う
︒

助
産
婦
及
看
護
婦
ノ
養
成
ハ
︑
総
督
府
医
院
附
属
医
学
講
習
所
及
道
庁
所
在
地
ニ
於
ケ
ル
慈
恵
医
院
ニ
於
テ
之
ヲ
行
ヒ
ツ
ツ
ア
リ
︒
就
中
助
産
婦
ノ
普
及

ハ
焦
眉
ノ
急
ナ
ル
ヲ
認
メ
︑
其
ノ
需
要
ニ
応
セ
ム
カ
為
メ
特
ニ
速
成
科
ヲ
設
置
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
為
セ
リ
︒
助
産
婦
及
看
護
婦
ノ
養
成
ハ
専
ラ
実
地
ニ
熟

達
セ
シ
ム
ル
ヲ
期
シ
︑
殊
ニ
速
成
助
産
婦
科
ニ
在
リ
テ
ハ
短
期
間
ニ
修
業
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
︑
特
ニ
此
ノ
点
ニ
深
ク
留
意
シ
︑
経
費
ノ
許
ス
限

速
ニ
多
数
ヲ
養
成
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
︑
主
ト
シ
テ
憲
兵
︵
下
士
以
下
︶
及
巡
査
ノ
家
族
ヲ
収
容
養
成
シ
タ
ル
ニ
︑
其
ノ
成
績
極
メ
テ
良
好
ナ
リ
︒
尚
ホ

卒
業
生
中
給
費
生
ニ
在
リ
テ
ハ
︑
指
定
地
ニ
勤
務
ス
ヘ
キ
義
務
ヲ
附
シ
︑
自
費
生
ト
雖
其
ノ
多
ク
ハ
地
方
在
勤
官
吏
ノ
家
族
ナ
ル
カ
故
ニ
︑
其
ノ
分
布
ニ

於
テ
ハ
需
要
ニ
適
切
ナ
ル
ヲ
得
ヘ
シ
ト
信
ス㊳

こ
こ
で
も
速
成
助
産
婦
科
は
﹁
経
費
ノ
許
ス
限
速
ニ
多
数
ヲ
養
成
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
﹂
て
︑
産
婆
養
成
の
緊
急
性
に
応
じ
て
設
置
し
た
こ
と

を
明
記
し
て
い
る
︒
そ
の
上
︑
こ
の
速
成
助
産
婦
科
で
憲
兵
や
巡
査
の
家
族
を
助
産
婦
と
し
て
養
成
し
︑
地
方
に
派
遣
し
た
と
こ
ろ
︑
そ
の
成

績
が
﹁
極
メ
テ
良
好
﹂
で
あ
っ
た
と
︑
そ
の
運
営
を
高
く
評
価
し
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
総
督
府
側
の
意
図
は
﹃
毎
日
申
報
﹄
に
載
っ
た
一
九
一
四
年
二
月
六
日
の
﹁
速
成
助
産
婦
経
試㊴
﹂
と
い
う
記
事
か
ら
も
窺
え
る
︒
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こ
の
記
事
に
よ
る
と
︑
各
道
の
慈
恵
医
院
で
本
年
一
月
一
五
日
か
ら
募
集
し
た
速
成
助
産
婦
は
地
方
で
勤
務
す
る
憲
兵
や
巡
査
の
妻
や
娘
に
速

成
で
助
産
婦
の
技
術
を
学
ば
せ
て
︑
僻
地
の
人
々
の
便
利
の
た
め
働
か
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
応
募
が
思
い
の
外
に
多
か
っ
た

た
め
試
験
を
実
施
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
︒
こ
の
記
事
か
ら
も
速
成
科
は
地
方
に
勤
務
す
る
警
察
関
係
者
の
妻
や
娘
を
対
象
と
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
︒
そ
れ
は
︑
何
よ
り
も
地
方
に
︿
産
婆
﹀
を
普
及
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
上
︑
植
民
地
衛
生
政
策
の
担
い
手

は
軍
隊
や
警
察
関
係
者
で
あ
っ
た
こ
と㊵
を
踏
ま
え
み
れ
ば
︑
イ
・
コ
ッ
メ
も
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
に
︑
こ
れ
は
︑
総
督
府
側
が
単
に
行
政
の

担
当
者
で
あ
る
警
察
だ
け
で
は
な
く
︑
︿
産
婆
﹀
と
い
う
医
療
専
門
家
を
通
じ
て
︑
被
植
民
者
の
身
体
に
よ
り
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
干
渉
で
き

る
権
力
ま
で
掌
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る㊶
︒

こ
の
速
成
助
産
婦
養
成
の
規
定
は
一
九
二
二
年
五
月
二
日
の
朝
鮮
総
督
府
布
令
第
七
七
号
﹁
助
産
婦
養
成
規
程㊷
﹂
の
改
正
に
よ
っ
て
な
く
な

る
が
︑
こ
の
あ
と
の
新
聞
記
事
な
ど
を
見
る
限
り
︑
実
際
に
は
続
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る㊸
︒

以
上
か
ら
︑
速
成
助
産
婦
科
実
施
が
植
民
地
衛
生
政
策
に
お
い
て
持
っ
た
意
味
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
︒
第
一
に
︑
植
民
当

局
は
助
産
婦
養
成
を
重
要
か
つ
至
急
の
課
題
と
考
え
て
い
た
︒
第
二
に
︑
警
察
公
務
員
の
家
族
を
養
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
方
へ
︿
産
婆
﹀

を
普
及
し
︑
地
方
衛
生
行
政
を
も
掌
握
し
よ
う
と
し
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
上
記
の
一
九
二
二
年
の
改
正
に
お
い
て
︑
入
学
試
験
を
受
け
ず
に
入
学
で
き
る
資
格
は
︑
﹁
高
等
女
子
学
校
若
ハ
女
子
高
等
普

通
学
校
ノ
第
二
学
年
修
業
者
又
ハ
高
等
小
学
校
若
ハ
普
通
学
校
高
等
科
卒
業
者
﹂
に
変
更
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
朝
鮮
人
女
性
と
し
て
は
︑
一

九
一
三
年
の
場
合
︑
入
学
試
験
な
し
で
助
産
婦
科
に
入
る
た
め
︑
四
年
以
上
の
普
通
学
校
と
一
年
半
の
看
護
婦
科
の
修
業
が
必
要
で
あ
り
︑
早

く
卒
業
す
れ
ば
五
年
半
の
学
歴
が
必
要
で
あ
っ
た
が
︑
一
九
二
二
年
の
変
更
に
よ
る
と
︑
普
通
学
校
の
四
年㊹
と
女
子
高
等
普
通
学
校
の
二
年
を

合
わ
せ
六
年
の
学
歴
を
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
徐
々
に
産
婆
養
成
所
の
入
学
基
準
が
厳
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒

一
九
三
一
年
に
も
﹁
助
産
婦
養
成
規
程
﹂
の
改
正
が
あ
り
︑
生
徒
の
資
格
は
変
化
し
な
か
っ
た
が
︑
修
業
年
限
が
二
年
以
上
と
︑
以
前
よ
り
長

く
な
っ
て
い
る㊺
︒
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以
上
よ
り
︑
植
民
地
初
期
の
産
婆
政
策
は
︑
﹁
朝
鮮
で
の
産
婆
制
度
は
あ
ま
り
時
が
差
し
迫
っ
た
も
の
も
︑
緊
要
で
も
な
か
っ
た
﹂
政
策
で

あ
っ
た
と
い
う
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ェ
キ
ョ
ン
と
キ
ム
・
ヒ
ェ
シ
ュ
ク
の
評
価
と
は
異
な
っ
て
︑
そ
の
対
象
を
朝
鮮
人
女
性
と
限
定
し
て
は
い
な
か
っ

た
が
︑
朝
鮮
人
の
出
産
に
関
す
る
衛
生
概
念
が
ま
だ
普
及
さ
れ
て
い
な
い
と
の
認
識
の
も
と
︑
︿
産
婆
﹀
の
養
成
及
び
普
及
の
緊
急
性
を
強
調

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
︒

①

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ェ
キ
ョ
ン
︑
キ
ム
・
ヒ
ェ
シ
ュ
ク
前
掲
論
文
︑
九
九
頁
︒

②

イ
・
コ
ッ
メ
前
掲
書
︑
三
七
～
三
八
頁
︒

③

同
右
︑
三
九
頁
︒

④

日
本
に
お
け
る
産
婆
養
成
や
教
育
は
︑
明
治
初
期
に
は
国
家
的
な
規
定
が
な
く
︑

地
域
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
た
︒
全
国
に
お
け
る
産
婆
製
度
は
一
八
九
九
年
の
﹁
産

婆
規
則
﹂
に
よ
っ
て
免
許
制
度
が
始
ま
っ
た
が
︑
第
一
条
の
試
験
合
格
者
の
み
が

産
婆
名
簿
へ
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
一
九
一
〇
年
の
改

正
に
よ
っ
て
﹁
内
務
大
臣
ノ
指
定
シ
タ
ル
学
校
又
ハ
講
習
所
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
﹂

が
追
加
さ
れ
︑
内
務
省
の
告
示
に
よ
っ
て
東
京
・
京
都
帝
国
大
学
の
医
科
大
学
へ

産
婆
養
成
科
が
指
定
さ
れ
た
の
も
一
九
一
二
年
が
初
め
て
で
あ
る
︒
木
村
尚
子
前

掲
書
︑
一
九
～
二
五
頁
︒
﹃
官
報
﹄
四
八
一
四
︵
一
八
九
九
．
七
．
一
九
︶
三
〇

九
頁
︒
﹃
官
報
﹄
八
〇
五
八
︵
一
九
一
〇
．
五
．
五
︶
七
二
頁
︒
﹃
官
報
﹄
七
︵
一

九
一
二
．
八
．
七
︶
一
一
三
頁
︒

⑤

一
九
〇
七
年
三
月
一
三
日
に
発
布
さ
れ
た
勅
令
第
九
号
﹁
大
韓
医
院
官
制
﹂
を

み
る
と
︑
﹁
第
一
条

大
韓
医
院
は
議
政
府
に
直
隷
し
此
を
漢
城
に
設
置
し
て
衛

生
医
育
治
療
の
事
を
掌
ら
せ
る
﹂
と
あ
り
︑
大
韓
医
院
は
単
に
医
院
で
な
く
﹁
衛

生
﹂
﹁
医
育
﹂
﹁
治
療
﹂
を
担
当
す
る
一
種
の
行
政
機
関
に
近
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
︒
﹃
旧
韓
国

官
報
﹄
三
七
一
二
︵
一
九
〇
七
．
三
．
一
三
︑
議
政
府
官
報
課
︶

三
〇
頁
︒

⑥

同
右
︑
三
〇
頁
︒

⑦

シ
ン
・
ド
ン
ウ
ォ
ン
の
大
韓
医
院
に
関
す
る
研
究
︵
﹃
韓
国
近
代
保
健
医
療
史
﹄

︵
ハ
ン
ウ
ル
︑
一
九
九
七
︶
三
四
六
頁
～
三
五
六
頁
︶
に
よ
る
と
︑
大
韓
医
院
の

新
築
工
事
は
一
九
〇
六
年
八
月
か
ら
始
ま
っ
て
︑
も
と
も
と
は
一
九
〇
七
年
八
月

三
一
日
に
は
竣
工
予
定
で
あ
っ
た
が
同
年
七
・
八
月
の
義
兵
の
蜂
起
に
よ
っ
て
進

捗
が
遅
れ
︑
一
一
月
に
病
院
本
館
建
物
が
完
成
し
た
︒
そ
の
後
も
工
事
は
続
い
て
︑

一
九
〇
八
年
一
〇
月
に
一
部
の
附
属
学
校
校
舎
以
外
の
建
物
が
完
成
し
︑
一
〇
月

二
四
日
に
開
院
式
を
開
催
し
た
が
︑
医
育
部
︵
後
の
大
韓
医
院
の
附
属
医
学
校
︶

の
校
舎
建
築
は
こ
の
後
も
続
き
︑
そ
の
間
大
韓
医
院
の
一
部
を
校
舎
と
使
っ
て
い

た
附
属
医
学
校
の
落
成
式
は
一
九
〇
九
年
一
一
月
一
六
日
で
あ
っ
た
︒
こ
の
大
韓

医
院
の
設
置
に
よ
り
︑
伊
藤
博
文
統
監
の
構
想
の
通
り
に
韓
国
の
国
家
医
療
・
医

学
教
育
・
衛
生
行
政
事
務
を
統
合
し
︑
韓
国
の
保
健
医
療
及
び
衛
生
に
関
連
す
る

こ
と
を
大
韓
医
院
と
い
う
一
つ
の
機
構
を
通
じ
て
統
制
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
︒

⑧

工
藤
武
城
前
掲
記
事
︑
四
～
五
頁
︒

⑨

﹃
旧
韓
国

官
報
﹄
号
外
︑
︵
一
九
〇
七
．
一
二
．
二
九
︶
五
一
頁
︒

⑩

﹃
毎
日
申
報
﹄
﹁
産
婆
新
校
﹂
一
九
〇
八
年
七
月
一
七
日
付
︒

⑪

﹃
旧
韓
国

官
報
﹄
四
三
一
一
︵
一
九
〇
九
．
二
．
二
六
︶
九
五
頁
︒

⑫

﹃
旧
韓
国

官
報
﹄
四
五
九
六
︵
一
九
一
〇
．
二
．
七
︶
二
七
～
三
〇
頁
︒

⑬

同
右
︒
二
七
頁
︒

⑭

同
右
︒

⑮

﹃
官
報
﹄
号
外
︵
一
九
一
〇
．
九
．
三
〇
︶
一
〇
頁
︒

⑯

﹃
大
韓
毎
日
申
報
﹄
﹁
産
婆
養
成
所
﹂
﹁
産
婆
所
任
員
﹂
一
九
一
〇
年
一
月
一
一

植民地朝鮮における出産風習と産婆養成政策（扈）

59 (675)



日
付
︑
﹃
皇
城
新
聞
﹄
﹁
助
産
婦
養
成
所
﹂
一
九
一
〇
年
一
月
一
一
日
付
︒
﹃
慶
南

日
報
﹄
の
一
九
一
〇
年
一
月
一
五
日
付
け
の
記
事
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
あ
り
︒

⑰

﹃
大
韓
毎
日
申
報
﹄
一
九
一
〇
年
六
月
一
四
日
付
︒

⑱

﹃
毎
日
申
報
﹄
﹁
才
子
才
G
﹂
一
九
一
三
年
三
月
二
五
日
・
同
二
六
日
付
︒
助
産

婦
養
成
所
の
優
等
卒
業
生
の
李
慈
元
と
許
璟
子
を
紹
介
す
る
記
事
︒

⑲

﹃
毎
日
申
報
﹄
一
九
一
〇
年
六
月
二
五
日
付
︒

⑳

﹃
毎
日
申
報
﹄
︵
以
下
の
記
事
全
部
同
紙
︶
﹁
助
産
婦
養
成
所
拡
張
﹂
一
九
一
〇

年
一
〇
月
二
二
日
付
︑
﹁
産
婆
演
奏
の
好
況

助
産
婦
養
成
所
演
奏
会
盛
況
﹂
一

九
一
二
年
一
二
月
一
四
日
付
︑
﹁
光
武
臺
助
産
婦
演
奏
会

光
武
臺
で
特
別
演
奏

会

助
産
婦
養
成
所
の
た
め
に
﹂
一
九
一
四
年
五
月
九
日
付
︑
﹁
商
業
利
益
を
寄

付

助
産
婦
養
成
所
に
対
す
る
有
志
人
士
の
誠
意
補
助
﹂
一
九
一
五
年
一
月
一
五

日
付
︑
﹁
茶
洞
妓
生
演
奏
会

助
産
婦
養
成
所
の
た
め
に
﹂
一
九
一
七
年
一
〇
月

一
一
日
付
︒

㉑

﹃
毎
日
申
報
﹄
﹁
高
氏
篤
志
の
結
実
﹂
一
九
一
八
年
四
月
二
日
付
︒

㉒

﹃
慶
南
日
報
﹄
一
九
一
〇
年
一
二
月
三
日
付
︑
同
年
同
月
五
日
付
︒

㉓

﹃
慶
南
日
報
﹄
一
九
一
〇
年
一
二
月
五
日
付
︒

㉔

﹃
官
報
﹄
八
三
〇
一
︵
一
九
一
一
．
二
．
二
五
︶
六
三
三
～
六
三
五
頁
︒

㉕

同
右
︑
六
二
四
頁
︒

㉖

﹃
朝
鮮
総
督
府
官
報
﹄
三
五
五
︵
一
九
一
三
．
一
〇
．
四
︶
三
五
～
三
六
頁
︒

㉗

そ
も
そ
も
在
朝
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
教
育
体
系
も
異
な
り
︑
一
九
一
一
年
か
ら

一
九
二
一
年
ま
で
在
朝
日
本
人
は
﹁
朝
鮮
公
立
小
学
校
規
則
﹂
が
適
用
さ
れ
︑
そ

の
入
学
年
齢
は
六
歳
以
上
で
︑
修
業
年
限
は
六
年
で
あ
っ
た
が
︑
朝
鮮
人
は
第
一

次
﹁
朝
鮮
教
育
令
﹂
と
﹁
普
通
学
校
規
則
﹂
が
適
用
さ
れ
︑
そ
の
入
学
年
齢
は
八

歳
以
上
で
︑
就
業
年
限
は
四
年
も
し
く
は
三
年
で
あ
っ
た
︒
佐
藤
有
美
﹁
﹁
朝
鮮

教
育
令
﹂
の
制
定
と
植
民
地
教
育
体
系
の
確
立

寺
内
正
毅
・
関
屋
貞
三
郎
・

隈
本
繁
吉

﹂
﹃
植
民
地
教
育
政
策
の
研
究
﹇
朝
鮮
・
一
九
〇
五

一
九
一

一
﹈
﹄
︵
龍
渓
書
舎
︑
二
〇
〇
〇
︶
二
七
五
～
三
二
二
頁
︒
金
富
子
﹃
植
民
地
期
朝

鮮
の
教
育
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

就
学
・
不
就
学
を
め
ぐ
る
権
力
関
係
﹄
︵
世
織
書

房
︑
二
〇
〇
五
︶
︒

㉘

朝
鮮
総
督
府
編
纂
﹃
最
近
朝
鮮
事
情
要
覧
﹄
︵
大
和
商
会
印
刷
所
︑
一
九
二
二
︶

一
六
二
～
一
六
三
頁
︒

㉙

同
右
︑
一
五
一
～
一
五
二
頁
︒

㉚

同
右
︑
三
五
頁
︒

㉛

金
富
子
︵
二
〇
〇
五
︶
に
よ
る
と
︑
植
民
地
期
の
女
性
教
育
に
こ
の
よ
う
な
差

が
あ
っ
た
要
因
に
は
︑
︿
民
族
﹀
︿
階
級
﹀
︿
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹀
が
あ
っ
て
︑
植
民
地

期
の
女
子
の
就
学
率
が
男
子
に
比
べ
て
非
常
に
低
か
っ
た
理
由
に
は
︑
総
督
府
が

こ
の
よ
う
な
状
態
を
放
置
し
て
い
た
こ
と
︑
教
育
令
に
よ
る
授
業
料
が
日
本
人
よ

り
朝
鮮
人
に
高
く
賦
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
︑
﹁
男
女
不
同
席
﹂
と
い
う
儒
教
的
価

値
観
の
下
で
︑
女
性
は
嫁
入
り
さ
え
で
き
た
ら
い
い
存
在
と
認
識
さ
れ
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
授
業
科
目
も
男
女
ほ
ぼ
同
様
で
同
じ
ク
ラ
ス
で
男
女
を
区
別
せ

ず
に
行
わ
れ
る
初
等
教
育
へ
の
反
感
が
あ
っ
た
︒

㉜

﹃
朝
鮮
総
督
府
官
報
﹄
三
五
五
︵
一
九
一
三
．
一
〇
．
四
日
︶
三
七
頁
︒

㉝

同
右
︒

㉞

﹃
朝
鮮
総
督
府
官
報
﹄
三
五
五
︵
一
九
一
三
．
一
〇
．
四
︶
三
五
～
三
六
頁
︒

㉟

﹃
朝
鮮
総
督
府
官
報
﹄
三
八
九
︵
一
九
一
三
．
一
一
．
一
五
︶
一
四
二
頁
︒

㊱

同
右
︒

㊲

こ
の
﹁
調
査
書
﹂
は
寺
内
正
毅
が
自
ら
書
い
た
も
の
で
は
な
い
が
︑
大
正
四
年

段
階
の
朝
鮮
総
督
府
が
ど
の
よ
う
な
政
策
を
施
し
て
き
た
の
か
な
ど
︑
そ
の
成
果

に
つ
い
て
﹁
旧
韓
国
皇
室
﹂
﹁
警
察
事
務
﹂
﹁
衛
生
﹂
に
わ
た
る
社
会
全
般
の
様
子

を
窺
わ
せ
る
報
告
書
で
あ
り
︑
寺
内
に
届
い
て
い
た
こ
と
は
確
実
と
考
え
ら
れ
る
︒

山
本
四
郎
編
﹃
京
都
女
子
大
学
研
究
叢
書
九

寺
内
正
毅
関
係
文
書
：
首
相
以

前
﹄
︵
京
都
女
子
大
学
︑
一
九
八
四
︶
︒

㊳

同
右
︑
二
二
七
頁
︒

㊴

﹃
毎
日
申
報
﹄
﹁
速
成
助
産
婦
経
試
﹂
一
九
一
四
年
二
月
六
日
付
︒
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㊵

松
田
俊
彦
︵
﹁
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
に
お
け
る
憲
兵
警
察
機
構
︵
一
九
一
〇
～

一
九
一
九
年
︶
﹂
﹃
史
林
﹄
七
八

六
︑
史
学
研
究
会
︑
一
九
九
五
︶
に
よ
る
と
一

九
一
〇
年
代
の
憲
兵
警
察
は
民
心
を
掌
握
す
る
た
め
︑
民
衆
生
活
に
関
与
を
深
め

よ
う
と
す
る
指
向
性
は
顕
著
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
ジ
ョ
ン
・
グ
ン
シ
ク
︵
﹁
植
民

地
衛
生
警
察
の
形
成
と
変
化
︑
そ
し
て
遺
産

植
民
地
統
治
性
の
資
格
よ
り
﹂

﹃
社
会
と
歴
史
﹄
九
〇
︑
韓
国
社
会
史
学
会
︑
二
〇
一
一
︶
は
植
民
地
朝
鮮
の
衛

生
政
策
が
中
央
行
政
機
構
の
設
置
で
は
な
く
︑
警
察
の
業
務
に
帰
属
さ
れ
た
特
徴

を
明
ら
か
に
し
た
︒

㊶

イ
・
コ
ッ
メ
前
掲
書
︑
七
一
頁
︒

㊷

﹃
朝
鮮
総
督
府
官
報
﹄
二
九
一
三
︵
一
九
二
二
．
五
．
二
︶
一
九
頁
︒

㊸

﹃
毎
日
申
報
﹄
﹁
産
婆
速
成
講
習
会
﹂
一
九
二
三
年
一
月
二
一
日
付
︒

㊹

﹁
朝
鮮
教
育
令
﹂
に
よ
る
と
︑
女
子
高
等
普
通
学
校
に
入
学
す
る
た
め
に
は
修

業
期
限
が
四
年
以
上
の
普
通
学
校
を
卒
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

㊺

﹃
朝
鮮
総
督
府
官
報
﹄
一
三
二
九
︵
一
九
三
一
．
六
．
一
二
︶
一
三
三
～
一
三

四
頁
︒

お

わ

り

に

植
民
地
に
自
国
の
民
衆
を
植
民
す
る
た
め
に
は
︑
民
衆
を
送
る
の
み
な
ら
ず
︑
そ
こ
に
住
み
込
ま
せ
る
た
め
に
母
国
の
文
化
を
も
移
植
す
る

必
要
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
植
民
地
に
は
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
新
し
い
施
設
や
職
業
等
の
イ
ン
フ
ラ
が
創
出
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
に

移
植
さ
れ
た
職
業
な
ど
を
植
民
地
の
民
衆
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
問
題
は
︑
植
民
地
の
民
衆
の
思
考
の

構
造
︑
す
な
わ
ち
風
習
と
い
う
衛
生
制
度
施
行
以
前
の
土
台
に
つ
い
て
今
ま
で
の
衛
生
史
研
究
で
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
点
に
あ
る
︒
制

度
施
行
の
結
果
を
あ
た
か
も
植
民
地
当
局
の
押
し
つ
け
と
そ
れ
に
対
す
る
反
感
や
﹁
圧
縮
さ
れ
た
近
代
﹂
と
い
う
図
式
化
に
よ
っ
て
ま
と
め
る

こ
と
は
︑
実
際
の
で
き
ご
と
を
単
純
化
し
︑
被
植
民
者
を
そ
の
歴
史
の
場
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
繫
が
る
︒

本
論
文
を
通
じ
て
︑
朝
鮮
に
お
い
て
も
伝
統
的
に
﹁
産
救
安
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
た
家
族
・
親
戚
の
女
性
も
し
く
は
近
隣
の
老
婆
を
雇
い
︑
助

産
を
任
し
た
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
し
か
し
︑
メ
デ
ィ
ア
で
は
朝
鮮
人
の
出
産
風
習
と
迷
信
と
を
一
体
化
し
て
︑
朝
鮮
の
風

習
を
野
蛮
な
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
た
︒
そ
れ
に
加
え
て
当
時
の
日
本
の
専
門
家
た
ち
は
朝
鮮
の
出
産
風
習
を
未
開
な
も
の
と
し
て
際
立
た
せ
︑

日
本
人
が
こ
の
よ
う
に
悲
惨
な
朝
鮮
人
を
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
構
造
を
作
っ
た
︒
そ
し
て
︑
朝
鮮
人
を
﹁
惨
状
﹂
か
ら
救
う
た
め
︑

日
本
人
産
婆
の
派
遣
も
し
く
は
朝
鮮
に
お
い
て
︿
産
婆
﹀
を
養
成
す
る
必
要
を
唱
え
る
た
め
に
こ
の
構
造
を
利
用
し
た
︒
一
方
︑
統
監
府
時
代

植民地朝鮮における出産風習と産婆養成政策（扈）
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か
ら
始
ま
っ
た
産
婆
養
成
制
度
は
︑
京
城
だ
け
で
は
な
く
一
九
一
三
年
に
は
朝
鮮
の
地
方
の
慈
恵
医
院
に
お
い
て
も
そ
の
養
成
を
始
め
︑
養
成

を
急
ぐ
た
め
に
慈
恵
医
院
に
は
﹁
速
成
助
産
婦
科
﹂
を
も
設
置
し
︑
憲
兵
・
巡
査
の
家
族
を
五
ヶ
月
と
い
う
短
い
期
間
で
︿
産
婆
﹀
と
し
て
養

成
し
︑
地
方
へ
の
派
遣
を
図
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
よ
う
な
養
成
が
如
何
に
急
務
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
て
も
︑
そ
の
主

な
対
象
と
目
的
は
あ
く
ま
で
も
日
本
人
と
彼
ら
の
移
植
で
あ
っ
た
︒

以
上
を
踏
ま
え
る
と
︑
植
民
地
朝
鮮
の
産
婆
制
度
は
朝
鮮
の
衛
生
環
境
改
善
よ
り
は
日
本
の
文
明
化
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
の
再
生
産
と
朝
鮮

に
居
住
す
る
日
本
人
の
た
め
の
政
策
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
︒
本
研
究
は
︑
朝
鮮
の
出
産
風
習
の
実
態
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
当
時
の
日
本
人

専
門
家
の
認
識
と
対
策
︑
ま
た
︑
産
婆
制
度
の
始
ま
り
に
お
け
る
総
督
府
側
の
意
図
や
そ
れ
が
如
何
に
制
度
に
容
れ
ら
れ
た
の
か
を
論
じ
た
︒

た
だ
し
︑
本
論
文
は
︑
政
策
の
下
で
実
際
に
働
い
て
い
た
︿
産
婆
﹀
の
︑
特
に
朝
鮮
人
女
性
と
し
て
︑
ま
た
職
業
婦
人
と
し
て
の
物
語
を
充
分

に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
一
九
一
四
年
の
﹁
産
婆
規
則
﹂
の
発
布
後
の
産
婆
政
策
の
実
態
と
い
う
問
題
を
含
め
て
こ
れ
か
ら
の
課
題

に
し
た
い
︒

︹
付
記
︺
本
稿
は
令
和
元
年
度
三
島
海
雲
記
念
財
団
研
究
奨
励
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

︵
奈
良
文
化
財
研
究
所
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
フ
ェ
ロ
ー
︶
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Birth Customs and Midwives Training Policy in Colonial Korea

by

HO So Yeon

The aim of this paper is to be a first step in clarifying the conflict

between the midwifery policy and customs in colonial Korea by

investigating the restoration of the traditional birth customs in Korea and

the development and characteristics of the midwifery system established as

a hygiene policy in colonial Korea.

The midwifery policy of Japan was transplanted to colonial Korea in 1914.

For colonization to succeed, it was necessary not only to send people but

also to transplant the culture of the home country to make the lives of

colonists easier. As a result, new facilities, occupations, and other

infrastructure were constructed in the colony. However, it is obvious that

the colonized people did not accept aspects of the transplanted culture

obediently, and there were conflicts between transplanted culture and native

customs. The problem is that the structure of the colonized peopleʼs

thinking, that is, their customs, which would be considered primitive hygiene

before the enforcement of the new hygiene system, has not previously been

noted in the history of hygiene research.

Previous researchers have focused only on the result--the fact that the

midwifery system of colonial Korea could not be established--consequently

their arguments dwelt on how to explain the reason for that failure.

Therefore, most previous studies either examined the process of enforcement

and the impositions of the colonial authorities and how the colonized resisted

them or made conclusions based on concepts like “compressed modernity.”

Furthermore, an issue plaguing these studies is that they simplified actual

events and led to the exclusion of the colonized from their place in history.

Thus, the purpose of this paper is to clarify actual events by examining

what existed before the midwifery system was carried out and what the

goals of the midwifery system were.

( 763 )



In this paper, the following four more specific questions were addressed to

meet those goals. First, whether there were midwives in Korea in the first

place, and what kind of childbirth customs existed in Korea. Second, to what

extent the Governor-General recognized Korean birth customs when

enforcing the modern midwifery policy in Korea. Third, what was the intent

of the policy of the colonial authorities and how they used the information on

the Korean birth customs to justify their intent. Fourth, what was the state

of the midwifery training system that was implemented before the issue of

“Midwifery Regulations” in Korea.

The conclusions drawn from the above questions are as follows. First, in

Korea, it was customary to hire a family member, female relative, or an old

woman in the neighborhood, who was traditionally called a san-gu-an 産救安,

and entrust midwifery to her. However, in the media, Korean birth customs

were written off as superstitions and positioned as barbaric. In addition,

Japanese experts at the time highlighted Korean childbirth customs as

undeveloped and creating a situation that required the Japanese to save the

miserable Koreans. They also used this paradigm to argue that Japan had to

dispatch Japanese midwives and needed to train midwives in Korea in order

to save Koreans from their “misery.”

On the other hand, one of most important features of the midwifery

system implemented in colonial Korea was the establishment of a rapid

training course. The midwifery training system, which began in the era the

Residency-General, was launched not only in Gyeongseong in Korea in 1913

but also in several local medical institutions called jahye-iwon 慈恵医院. The

colonial authorities also set up an “intensive midwifery training course” at

the jahye-iwon to speed up the training. The main goals of this “intensive

midwifery training course” were to train military police and police officersʼ

families as “midwives” in a short period of five months and to dispatch them

to rural areas. However, no matter how urgent this training was, the main

purpose was the transplantation of Japanese people.

Based on the above results, the midwifery system of colonial Korea can be

seen as a policy that reiterated the rhetoric that Japanese had a

responsibility to civilize colonial Korea and as one designed to benefit the

Japanese who were transplanted in Korea rather than one to improve the

hygienic environment of Korea.

Key Words ; Colonial Korea, midwives, birth customs, hygiene system,

modernization
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