
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
は
、
出
産
の
歴
史
に
お
い
て
助
産
者
が
産
婆
か

ら
近
代
的
産
科
医
へ
と
移
行
す
る
一
大
変
動
期
に
あ
っ
た
。
こ
の
時
期

に
は
、
潟
血
・
下
剤
を
頻
用
す
る
レ
ギ
ュ
ラ
ー
・
ド
ク
タ
ー
の
治
療
方

法
（
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
・
セ
ラ
ピ
ー
）
や
治
療
活
動
の
独
占
傾
向
を
批
判
し
て
、

イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
・
ド
ク
タ
ー
に
率
い
ら
れ
た
い
く
つ
も
の
メ
デ
ィ
カ

ル
・
セ
ク
タ
リ
ア
ン
が
登
場
し
、
癒
し
の
あ
り
か
た
全
般
を
問
う
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
・
ヘ
ル
ス
・
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
ヘ
と
発
展
し
て
い
た
。
本
報
告
は
、

治
療
・
助
産
の
変
動
期
に
出
現
し
、
と
り
わ
け
出
産
の
「
医
学
化
」
に

抗
し
て
「
自
然
な
出
産
」
を
提
唱
し
た
二
つ
の
セ
ク
タ
リ
ア
ン
運
動
ｌ

ト
ム
ソ
ニ
ア
ニ
ズ
ム
（
植
物
治
旅
逆
勁
）
と
ハ
イ
ド
ロ
パ
シ
ー
（
水
治
療

運
動
）
ｌ
の
出
産
に
関
す
る
主
張
を
比
較
分
析
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、

身
体
の
「
自
然
」
の
力
・
助
産
の
担
い
手
に
関
す
る
思
想
と
そ
の
変
容

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
、
癒
し
の
歴
史
人
類
学
（
三
浬
目
８
一

四
二
号
『
ｇ
Ｏ
さ
四
『
。
ｇ
の
幽
三
侭
）
の
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。

産
婆
の
時
代
に
は
、
十
九
世
紀
初
期
ま
で
ア
メ
リ
カ
で
最
も
人
気
を

博
し
た
と
さ
れ
る
産
婆
術
書
隆
畠
ミ
奇
》
エ
ミ
農
尽
費
、
尽
烏
に
も
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
出
産
は
「
自
然
」
の
力
に
よ
っ
て
進
行
す
る
と
さ
れ
て

十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
非
正
統
医
療
に
お
け
る
癒
し
・
出
産
・

自
己
形
成
ｌ
植
物
治
療
運
動
と
水
治
療
運
動
Ｉ

例
会
抄
録

鈴
木
七
美

い
た
。
〈
痛
み
〉
は
出
産
の
本
当
の
時
を
知
ら
せ
る
兆
候
で
あ
り
、
ま
た

子
ど
も
を
産
み
出
す
た
め
に
不
可
欠
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
助
産

と
は
、
「
自
然
」
に
従
い
「
自
然
」
の
力
を
援
助
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
自
然
の
援
助
者
」
と
呼
ば
れ
た
産
婆
の
資
質
と
し
て
は
「
女
性
の
手
、

脱
の
目
、
獅
子
の
心
」
が
あ
げ
ら
れ
、
か
の
女
は
、
産
婦
に
ハ
ー
ブ
の

入
っ
た
飲
み
物
や
食
物
を
与
え
た
り
ま
じ
な
い
を
唱
え
た
り
し
た
。
出

産
の
場
に
は
他
に
も
産
婦
の
友
人
・
知
人
．
近
隣
の
女
た
ち
が
集
ま
り

援
助
を
与
え
た
。
女
た
ち
が
共
有
す
る
知
識
は
、
古
く
か
ら
女
か
ら
女

へ
と
継
承
さ
れ
て
き
た
経
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
医
者
た
ち
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
助
産
学
初
代
教
授

Ｗ
・
チ
ャ
ニ
ン
グ
ら
の
言
説
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
自
然
」
を
全
面
的

信
頼
に
値
す
る
と
は
考
え
ず
、
出
産
の
〈
痛
み
〉
を
否
定
し
、
治
療
の

対
象
と
す
る
。
か
れ
ら
は
専
門
知
識
を
も
つ
者
の
み
が
助
産
者
と
し
て

適
任
で
あ
る
と
主
張
し
、
精
神
力
や
知
識
に
欠
け
る
と
い
う
理
由
で
産

室
か
ら
産
婆
や
女
た
ち
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
。

産
婆
か
ら
医
者
へ
と
い
う
過
渡
期
に
現
れ
た
二
つ
の
セ
ク
タ
リ
ア
ン

運
動
は
、
い
ず
れ
も
医
者
の
助
産
を
批
判
し
て
い
た
が
、
産
業
化
・
都

市
化
が
著
し
い
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
認
識
を
反
映

し
た
主
張
を
行
な
っ
た
。
セ
ク
タ
リ
ア
ン
運
動
の
急
先
鋒
ト
ム
ソ
ニ
ア

ニ
ズ
ム
は
、
ア
メ
リ
カ
の
植
物
を
も
ち
い
る
伝
統
的
な
「
セ
ル
フ
・
ヘ

ル
プ
」
の
再
興
を
め
ざ
し
た
ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
の
一
農
夫
Ｓ
・

ト
ム
ソ
ン
に
率
い
ら
れ
、
最
盛
期
の
一
八
三
○
年
代
に
は
ア
メ
リ
カ
全

体
の
四
分
の
一
も
の
人
々
が
植
物
治
療
を
適
用
し
た
と
さ
れ
る
。
ト
ム

ソ
ン
は
、
医
者
の
助
産
を
「
自
然
を
技
術
で
代
替
す
る
」
も
の
と
批
判
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し
、
医
者
が
妨
げ
な
い
か
ぎ
り
「
自
然
」
に
は
十
分
な
力
が
あ
る
と
確

信
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
医
者
か
ら
助
産
を
取
り
戻
し
〈
産
婆
術
〉

を
再
興
す
る
こ
と
を
訴
え
る
。
そ
れ
は
、
身
体
の
「
自
然
」
の
力
を
ア

メ
リ
カ
土
着
の
ハ
ー
ブ
に
よ
っ
て
助
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
実

際
に
ト
ム
ソ
ン
が
提
示
し
た
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
は
、
か
っ
て
の
産
婆
術

と
は
決
定
的
な
点
で
異
な
っ
て
い
た
。
第
一
に
ト
ム
ソ
ン
は
、
ふ
つ
う

の
人
々
が
日
常
的
な
セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
と
し
て
植
物
薬
を
も
ち
い
る
こ

と
を
望
ん
だ
が
、
現
実
に
は
、
都
市
化
に
伴
い
一
八
二
○
年
代
に
は
も

は
や
薬
草
を
近
隣
で
調
達
す
る
習
慣
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
第
二
に

ト
ム
ソ
ン
は
、
出
産
を
め
ぐ
る
女
性
文
化
の
喪
失
と
家
族
の
プ
ラ
イ
ベ

ー
ト
化
と
い
う
状
況
に
最
も
合
致
し
た
方
法
と
し
て
、
夫
と
妻
が
共
同

す
る
家
庭
内
出
産
を
勧
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ト
ム
ソ
ン
は
さ
ら
に
、

出
産
や
病
気
に
際
し
個
々
の
家
族
が
連
帯
す
る
よ
う
尽
力
し
た
が
、
そ

の
新
た
な
組
織
は
か
っ
て
の
女
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
性
質
を
異

に
し
て
い
た
。

他
方
、
十
九
世
紀
半
ば
に
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
か
ら
移
入
さ
れ
ア
メ
リ
カ
独

自
の
ヘ
ル
ス
・
リ
フ
ォ
ー
ム
運
動
と
し
て
発
展
し
た
ハ
イ
ド
ロ
パ
シ
ー

に
お
け
る
出
産
観
は
、
ト
ム
ソ
ニ
ア
’
一
ズ
ム
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異

な
る
。
第
一
に
、
「
自
然
」
な
出
産
は
〈
痛
み
〉
を
伴
わ
な
い
は
ず
だ
と

理
想
化
さ
れ
、
〈
痛
み
〉
は
不
健
全
で
病
気
の
し
る
し
と
し
て
否
定
さ
れ

た
。
だ
が
現
状
は
、
医
者
の
助
産
や
都
市
化
・
産
業
化
な
ど
の
社
会
変

化
に
よ
り
女
性
た
ち
の
身
体
の
「
自
然
」
の
力
は
衰
え
、
も
は
や
「
自
然
」

な
出
産
は
実
現
不
可
能
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
ハ
イ
ド
ロ
パ

シ
ー
は
、
個
々
の
女
性
に
、
「
準
備
的
治
療
」
に
よ
り
「
第
二
の
自
然
」

を
構
築
す
る
よ
う
強
力
に
勧
め
た
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
ド
ロ
パ
シ
ス
ト
た

ち
が
、
社
会
の
変
動
期
に
あ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
母
と
し
て
ま
た
家
庭
の

守
護
者
と
し
て
の
女
性
の
役
割
を
重
要
視
し
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。

ハ
イ
ド
ロ
パ
シ
ー
の
第
二
の
特
徴
は
、
出
産
の
立
ち
会
い
人
と
し
て
、

夫
の
み
な
ら
ず
医
学
知
識
を
も
つ
専
門
職
者
と
し
て
ハ
イ
ド
ロ
パ
シ
ー

の
女
医
を
あ
げ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
女
医
た
ち
に
は
、
同
時
に
「
教

師
」
と
し
て
仲
間
の
女
性
た
ち
を
導
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
た
。
夫

の
役
割
は
精
神
的
援
助
を
与
え
る
こ
と
に
縮
減
し
、
ま
た
、
か
っ
て
の

よ
う
に
ふ
つ
う
の
女
た
ち
が
出
産
に
参
加
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
出
産
の
歴
史
的
変
動
期
に
出
現
し
た
二
つ
の
セ
ク

タ
リ
ァ
ン
運
動
が
提
示
し
た
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
は
、
顕
著
に
過
渡
期
的

性
格
を
体
現
し
て
い
た
。
だ
が
、
い
ず
れ
も
、
出
産
を
自
ら
の
手
に
取

り
戻
す
試
み
を
と
お
し
て
、
「
自
然
」
と
の
関
わ
り
を
は
じ
め
と
す
る
癒

し
に
対
す
る
姿
勢
、
ひ
い
て
は
急
速
な
近
代
化
の
う
ね
り
の
な
か
で
自

分
の
生
活
の
あ
り
方
を
再
考
し
癒
し
の
主
体
と
な
る
こ
と
を
促
す
自
己

形
成
運
動
と
い
う
側
面
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

（
平
成
七
年
五
月
例
会
）
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