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「
お
産
は
棺
桶
に

片
足
を
突
っ
込
ん
で

す
る
も
の
」
と
い
わ

れ
た
時
代
が
あ
り
ま

し
た
。
今
か
ら
五
十

年
ほ
ど
前
に
自
宅
出

産
と
病
院
出
産
の
割

合
が
逆
転
す
る
ま

で
、
そ
ん
な
お
産
を

支
え
て
き
た
の
は
地

域
に
密
着
し
た
お
産

婆
さ
ん
た
ち
で
し
た
。
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高
度
経
済
成
長
期
以
前
の
自
宅
出
産
の

時
代
を
支
え
た
お
産
婆
さ
ん
た
ち
は
、
八

十
代
を
超
え
て
今
な
お
元
気
に
活
躍
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
時
代
が
さ
か
の
ぼ
る
ほ

ど
、
彼
女
等
の
活
躍
は
分
か
ら
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。
医
者
と
違
い
家
業
と
し
て
継

承
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
女
の
仕
事
で
あ

り
、
記
録
を
残
す
事
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
か
ら
で
す
。

　

そ
ん
な
中
で
、
そ
の
足
取
り
の
分
か
る

江
戸
時
代
生
ま
れ
の
産
婆
が
上
小
瀬
村

 （
緒
川
地
域
）
の
「
小
林
い
よ
」
で
す
。
い

よ
は
江
戸
後
期
の
弘
化
三
年（
一
八
四
六
）

頃
、
赤
土
村
（
常
陸
太
田
市
）
に
生
ま
れ
、

幕
末
か
ら
明
治
に
変
わ
る
頃
、
上
小
瀬
村

の
小
林
彦
衛
門
に
嫁
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
数

年
後
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
十
二
月

に
、
地
租
改
正
後
の
租
税
の
減
租
延
納
願

い
に
端
を
発
し
た
小
瀬
一
揆
と
呼
ば
れ
る

騒
動
が
起
こ
り
ま
す
。
首
謀
者
の
ひ
と
り

大
町
甚
左
衛
門
の
実
弟
だ
っ
た
彦
衛
門
も

こ
の
一
揆
で
中
心
的
な
役
割
を
担
い
ま

す
。
そ
し
て
捕
縛
、
処
刑
さ
れ
て
し
ま
う

の
で
す
。

　

夫
亡
き
後
、
い
よ
は
処
刑
者
の
家
族
と

い
う
偏
見
に
耐
え
な
が
ら
小
林
家
に
残
る

決
心
を
し
ま
し
た
。
子
ど
も
が
な
か
っ
た

い
よ
は
赤
土
の
生
家
か
ら
実
弟
を
呼
び
寄

せ
、
小
林
家
の
跡
継
ぎ
と
し
ま
し
た
。
そ

し
て
家
業
の
農
業
を
弟
夫
婦
に
任

せ
る
傍
ら
、
い
よ
は
お
産
の
介
助

を
す
る
「
ト
リ
ア
ゲ
バ
バ
」
を
生

業
と
し
て
働
き
始
め
ま
し
た
。
な

ぜ
そ
こ
ま
で
し
て
婚
家
に
残
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
一

揆
の
中
心
人
物
の
ひ
と
り
だ
っ
た

夫
の
償
い
と
し
て
、
上
小
瀬
に
残

り
人
々
の
役
に
立
ち
た
い
と
い
う

気
持
ち
が
あ
っ
た
の
で
は
、
と
子
孫
の
方

は
語
り
ま
す
。
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明
治
初
期
、
上
小
瀬
村
近
在
に
は
産

婆
、
ト
リ
ア
ゲ
バ
バ
が
お
ら
ず
、
離
れ
た

村
か
ら
呼
ん
で
き
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ

こ
で
い
よ
は
経
験
を
重
ね
な
が
ら
出
産
の

介
助
を
身
に
付
け
て
い
き
ま
し
た
。
い
よ

は
取
り
上
げ
方
が
う
ま
い
と
評
判
で
、
遠

方
か
ら
も
お
産
の
依
頼
が
絶
え
ま
せ
ん
で

し
た
。
大
正
期
に
は
取
り
上
げ
た
児
の
数

が
千
人
を
超
え
ま
し
た
。
い
よ
は
こ
れ
を

記
念
し
て
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
三

月
、
自
宅
近
く
に
子
安
地
蔵
の
石
仏
を
建

立
し
ま
し
た
。
そ
し
て
地
元
の
本
郷
組
の

人
々
が
い
よ
を
記
念
す
る
木
造
の
地
蔵
尊

を
地
蔵
堂
に
安
置
し
ま
し
た
。
こ
の
地
蔵

尊
の
背
面
に
は
「
小
林
い
よ
婦
紀
（
記
）

念
尊
」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

い
よ
は
昭
和
十
一
年
に
亡
く
な
る
直
前

ま
で
産
婆
渡
世
を
続
け
て
い
ま
し
た
。
彼

女
の
次
の
世
代
か
ら
は
産
婆
規
則
や
保
健

婦
助
産
婦
看
護
婦
法
な
ど
の
法
整
備
が
進

み
、
日
本
産
婆
会
、
日
本
看
護
協
会
な
ど

の
職
業
組
織
や
組
合
が
で
き
、
就
業
環
境

も
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
い
よ
は
江
戸

期
以
前
か
ら
脈
々
と
続
く
、
専
業
化
す
る

以
前
の
「
産
婆
」「
ト
リ
ア
ゲ
バ
バ
」
の

最
後
の
世
代
と
し
て
細
々
と
語
り
継
が
れ

て
き
ま
し
た
。
今
と
違
っ
て
お
産
が
死
と

隣
り
合
わ
せ
だ
っ
た
時
代
、
し
か
し
一
方

で
、
お
産
は
病
気
で
は
な
い
と
言
わ
れ
出

産
直
前
ま
で
農
作
業
な
ど
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
時
代
、
彼
女
の
存
在
は
医

療
と
距
離
を
置
く
庶
民
に
な
く
て
は
な
ら

な
い
も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ

ん
。
現
在
で
も
毎
年
八
月
二
十
日
に
「
御

神
酒
あ
げ
」
と
呼
ば
れ
る
お
祭
り
が
地
区

の
方
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
子
安

地
蔵
に
い
よ
を
重
ね
合
わ
せ
て
組
内
の

人
々
が
御
神
酒
を
受
け
て
子
の
成
長
や
無

病
息
災
を
祈
る
の
で
す
。

歴
史
民
俗
資
料
館　
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※
小
林
茂
さ
ん
に
聞
き
取
り
調
査
に
御
協
力
い
た
だ

き
ま
し
た
。
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▲いよの建立した石造子安地蔵

▲

本
郷
組
内
の
人
々
が
寄
進
し
た
木
造
地
蔵
尊

▲いよの墓（地蔵の後ろの石塔）




