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◆ 

み
ご
も
る

　

妊
娠
す
る
こ
と
を
「
み
ご
も
る
」「
身
重
に
な
る
」「
は
ら
む
」
と
い
い
、
周
り
か
ら
は
「
腹
が
太
う
な
っ
た
」「
ヤ
ヤ

が
入
っ
と
ん
な
る
」「
ヨ
ワ
イ
と
や
な
い
ね
」
な
ど
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
ヨ
ワ
イ
は
ツ
ワ
リ
の
こ
と
で
、
ヨ
ワ
リ
、
ヨ
ワ

リ
ゴ
ト
と
も
い
い
ま
し
た
。

　

妊
婦
が
医
者
に
か
か
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
は
自
宅
で
の
お
産
が
普
通
で
し
た
。
ど
の

地
域
に
も
産
婆
さ
ん
（
出
産
を
助
け
る
女
性
）
が
い
て
、
出
産
は
も
ち
ろ
ん
、
産
前
の
妊
婦
や
胎
児
の
様
子
を
診
察
し

た
り
、産
後
は
産
湯
の
世
話
や
産
婦
の
診
察
、母
乳
の
相
談
な
ど
、出
産
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
仕
事
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。

◆ 

神
仏
へ
の
祈
り

　

医
療
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
出
産
の
様
子
は
ず
い
ぶ
ん
変
化
し
ま
し
た
が
、
妊
娠
は
い
つ
の
時
代
で
も
神
秘
的
な
も

の
で
、
女
性
た
ち
が
命
が
け
で
出
産
に
臨
む
こ
と
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
出
産
に
関
わ
る
信
仰
が
、
普
段
信
仰
と
は

縁
の
薄
い
、
若
い
世
代
に
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
命
の
い
と
な
み
で
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

　

子
授
け
や
安
産
を
祈
願
す
る
神
仏
は
、
土
地
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
、
各
地
の
氏
神
や
子
育
て
地
蔵
、
子
安
観
音
、

子
授
け
観
音
、
塩
釜
様
、
淡
島
様
、
水
天
宮
、
山
の
神
、
稲
荷
、
道
祖
神
、
鬼
子
母
神
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も
粕

屋
郡
宇
美
町
の
宇
美
八
幡
宮
に
は
、
そ
の
由
緒
か
ら
、
多
く
の
人
が
祈
願
に
訪
れ
ま
す
。

◆ 

帯
祝
い

　

妊
娠
５
ヶ
月
頃
に
な
る
と
、
そ
ろ
そ
ろ
赤
ち
ゃ
ん
の
動
き
を
お
腹
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
妊
婦
さ

ん
に
と
っ
て
は
、
我
が
子
の
存
在
を
実
感
で
き
る
幸
せ
な
時
期
で
す
。

　

日
本
で
は
、古
来
よ
り
こ
の
時
期
に
帯
祝
い
と
い
う
も
の
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。多
く
は
妊
娠
５
か
月
目
の
戌
の
日
に
、

妊
婦
が
初
め
て
腹
帯（
岩
田
帯
）を
身
に
着
け
、産
婆
や
近
親
者
と
と
も
に
会
食
を
し
て
祝
い
ま
し
た
。
こ
の
祝
い
に
よ
っ

て
妊
婦
さ
ん
は
妊
娠
を
世
間
に
披
露
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

腹
帯
の
着
用
は
日
本
特
有
の
風
習
で
、
し
か
も
科
学
的
な
効
用
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
今

で
も
ほ
と
ん
ど
の
妊
婦
さ
ん
が
何
ら
か
の
形
の
腹
帯
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
着
用
し
て
い
ま
す
。
腹
帯
の
霊
力
は
現
代

で
も
衰
え
て
は
い
な
い
よ
う
で
す
。

◆ 

赤
ち
ゃ
ん
の
誕
生

　
「
オ
ギ
ャ
ー
、
オ
ギ
ャ
ー
」
か
わ
い
い
産
声
が
産
室
に
響
く
と
、
家
族
一
人
ひ
と
り
に
安
堵
と
喜
び
の
表
情
が
あ
ふ
れ

ま
す
。
待
ち
に
待
っ
た
赤
ち
ゃ
ん
の
誕
生
で
す
。　

　

産
院
で
の
出
産
が
主
流
に
な
る
前
、
こ
の
地
域
で
は
自
宅
の
納
戸
（
寝
室
）
で
出
産
を
す
る
の
が
普
通
で
し
た
。
産

室
に
は
ウ
ブ
ガ
ミ
（
産
神
）
が
祀
ら
れ
、
赤
ち
ゃ
ん
の
誕
生
を
見
守
っ
て
い
ま
し
た
。

　

今
、
お
産
は
仰
向
け
状
態
で
す
る
の
が
一
般
的
で
す
が
、
大
正
時
代
初
め
頃
ま
で
は
座
っ
て
産
む
の
が
普
通
で
し
た
。

座
産
の
場
合
は
、
タ
ン
ス
の
持
ち
手
や
ハ
シ
ゴ
、
天
井
か
ら
下
げ
た
力
綱
に
つ
か
ま
っ
て
産
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
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◆ 

宮
参
り

　

宮
参
り
は
、
赤
ち
ゃ
ん
が
初
め
て
氏
神
様
に
参
り
、
ム
ラ
の
成
員
と
し
て
認
め
ら
れ
る
儀
礼
で
、
生
後
30
日
前
後
に

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

赤
ち
ゃ
ん
に
は
産
婦
の
里
か
ら
贈
ら
れ
た
宮
参
り
着
物
を
着
せ
、
姑
が
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
き
産
婦
と
と
も
に
お
参
り
し

ま
す
。
神
前
に
参
る
と
、
拝
殿
に
子
ど
も
を
寝
か
せ
、
わ
ざ
と
泣
か
せ
て
氏
神
様
に
声
を
聞
か
せ
、
氏
子
に
な
っ
た
こ

と
を
報
告
し
ま
し
た
。

　

帰
り
に
は
親
戚
に
立
ち
寄
り
、お
神
酒
と
イ
リ
コ
を
い
た
だ
い
た
り
、晴
れ
着
の
紐
に
ヒ
モ
銭
を
結
ん
で
も
ら
っ
た
り
、

長
生
き
で
き
る
よ
う
に
と
年
長
者
に
抱
い
て
も
ら
っ
た
り
し
ま
し
た
。

◆ 

百
日
祝
い

　

生
後
百
日
目
を
モ
モ
カ
（
百
日
）
と
い
い
、
食
い
初
め
の
行
事
を
し
て
祝
い
ま
し
た
。

　

赤
飯
と
尾
頭
付
き
の
魚
で
膳
を
こ
し
ら
え
、
箸
で
赤
ち
ゃ
ん
の
口
に
付
け
て
や
り
、
食
べ
さ
せ
る
ま
ね
を
し
ま
す
。

ま
た
膳
に
は
、
石
の
よ
う
に
歯
が
強
く
な
れ
と
い
う
願
い
を
込
め
て
、
河
原
で
拾
っ
た
小
石
を
付
け
、
噛
む
ま
ね
を
さ

せ
ま
し
た
。
石
は
固
い
不
変
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
、
こ
の
石
の
力
を
借
り
て
生
児
の
生
命
力
を
身
体
に
安
置
さ
せ

よ
う
と
し
た
儀
礼
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
日
子
ど
も
に
初
め
て
箱
膳
や
食
器
を
揃
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。

◆ 

初
正
月
・
初
節
句
の
祝
い

　

戦
前
は
正
月
で
歳
を
と
っ
た
の
で
、
赤
ち
ゃ
ん
が
初
め
て
迎
え
る
正
月
に
は
、
初
め
て
年
を
加
え
る
と
い
う
特
別
の

祝
い
の
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
男
児
に
は
破
魔
弓
が
、
女
児
に
は
羽
子
板
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
女
の
子
の
桃
の
節
句
（
３
月
３
日
）
に
は
雛
人
形
、
男
の
子
の
菖
蒲
の
節
句
（
５
月
５
日
）
に
は
鯉
の
ぼ
り

が
贈
ら
れ
祝
宴
を
す
る
こ
と
は
現
在
で
も
広
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

遠
賀
川
河
口
の
芦
屋
で
は
、
八
朔
（
陰
暦
８
月
１
日
で
田
の
実
の
節
句
）
行
事
と
し
て
長
男
が
生
ま
れ
た
イ
エ
で
は

わ
ら
馬
、
長
女
が
生
ま
れ
た
イ
エ
で
は
ダ
ゴ
ビ
ー
ナ
（
団
子
雛
）
を
作
っ
て
祝
い
ま
す
。
鞍
手
町
で
も
永
谷
の
一
部
の

イ
エ
で
こ
の
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

◆ 

初
誕
生
の
祝
い

　

生
ま
れ
た
時
に
は
自
分
で
何
も
出
来
な
か
っ
た
赤
ち
ゃ
ん
が
、
は
い
は
い
を
始
め
、
つ
か
ま
り
立
ち
を
し
、
生
後
１

年
ご
ろ
か
ら
よ
ち
よ
ち
と
歩
き
始
め
ま
す
。
初
め
て
の
誕
生
日
を
無
事
に
迎
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、人
間
界
に
し
っ

か
り
と
足
を
踏
み
し
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、初
誕
生
の
祝
い
は
誕
生
の
儀
礼
の
終
わ
り
と
し
て
大
切
な
意
味
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。

初
誕
生
で
は
、
小
さ
な
わ
ら
草
履
を
履
か
せ
た
赤
ち
ゃ
ん
に
一
升
餅
を
背
負
わ
せ
、
誕
生
餅
を
踏
ま
せ
て
祝
い
ま
し
た
。

ま
た
、
赤
ち
ゃ
ん
の
前
に
筆
、
そ
ろ
ば
ん
、
も
の
さ
し
、
は
さ
み
な
ど
を
並
べ
、
子
ど
も
が
取
っ
た
も
の
で
そ
の
子
の

将
来
を
占
う
「
物
選
び
」
を
す
る
イ
エ
も
あ
り
ま
し
た
。

　お母さんのおなかに小さな命が芽生えました。およそ 10 か月でか
わいい赤ちゃんの誕生です。
 「男の子かな？女の子かな？」
　「どちらでも、無事に生まれてきて欲しい」
　お産や育児は時代の流れとともに大きく変化してきましたが、新
しい家族を迎える喜びや祈りは、今も昔も変わりません。
　鞍手町歴史民俗資料館では出産と育児に関する民俗を紹介します。
私たち一人ひとりが、望まれ、祝福され、大切に育まれた「命」で
あることを実感できる企画展です。赤

ち
ゃ
ん 
い
ま 
む
か
し
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