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と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
日
本
酒
の
醸

造
過
程
で
は
、
い
っ
た
ん
麹
に
よ
り
デ
ン

プ
ン
を
糖
化
し
て
ブ
ド
ウ
糖
を
生
成
し
て

酵
母
が
ア
ル
コ
ー
ル
を
生
成
で
き
る
よ
う

に
し
、
然
る
後
に
酵
母
に
よ
る
ア
ル
コ
ー

ル
発
酵
が
行
わ
れ
ま
す
（
複
発
酵
）。

　
日
本
の
酒
の
歴
史
を
遡
る
と
、
縄
文
時

代
ま
で
た
ど
り
着
き
ま
す
。
当
時
の
住
居

跡
か
ら
は
中
国
で
酒
造
に
使
わ
れ
て
い
た

の
と
同
じ
「
酒
坑
」
が
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
当
時
の
酒
は
果
実
を
発
酵
さ
せ
た

果
実
酒
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
日
本
酒
の

直
接
の
先
祖
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。

　
日
本
酒
の
特
徴
で
あ
る
「
麹
に
よ
る

醸
造
」
が
登
場
す
る
の
は
奈
良
時
代
。

７
１
６
年
頃
に
記
さ
れ
た
『
播
磨
国
風
土

記
』
に
「
米
飯
に
カ
ビ
が
生
え
た
の
で
そ

れ
を
使
っ
て
酒
を
醸
し
た
」
と
の
記
載
が

あ
り
ま
す
。
平
安
時
代
に
は
、
宮
廷
に
酒

造
り
を
司
る
「
造
酒
司
」
が
設
け
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
頃
の
酒
は
濁
り
酒
で
、
祭
祀

　
昨
年
、
世
界
的
な
ワ
イ
ン
コ
ン
ク
ー
ル

「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
国
際
コ
ン
ク
ー
ル
」
に
日

本
酒
部
門
「SAKE selection

」
が
誕
生

し
た
こ
と
が
、
話
題
と
な
り
ま
し
た
。
い

ま
や
日
本
酒
は
、
海
外
で
も
好
事
家
だ
け

が
飲
む
酒
で
な
く
、
和
食
同
様
一
つ
の
食

文
化
と
し
て
定
着
し
た
よ
う
で
す
。

　
法
律
的
に
言
う
と
日
本
酒
は
、米
・
麹
・

水
を
主
原
料
と
し
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
22
度

未
満
の
清
酒
を
さ
し
ま
す
。分
類
上
は
醸
造

酒
で
、海
外
で
は
ワ
イ
ン
と
同
じ
く
く
り
で

語
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
麹
に
よ
る

発
酵
が
日
本
酒
の
大
き
な
特
徴
で
す
。

　
同
じ
醸
造
酒
で
も
ワ
イ
ン
の
場
合
、
原

料
で
あ
る
ブ
ド
ウ
に
は
糖
分
（
ブ
ド
ウ
糖
）

が
含
ま
れ
、
酵
母
の
働
き
で
ア
ル
コ
ー
ル

へ
変
わ
り
ま
す
（
単
発
酵
）。
と
こ
ろ
が
日

本
酒
の
場
合
、
米
の
主
成
分
で
あ
る
デ
ン

プ
ン
は
ブ
ド
ウ
糖
よ
り
も
複
雑
な
多
糖
類

で
、
酵
母
は
ア
ル
コ
ー
ル
発
酵
を
行
う
こ

の
御
神
酒
と
し
て
の
重
要
性
が
高
か
っ
た

よ
う
で
す
。

　
鎌
倉
時
代
に
は
、
京
都
に
酒
の
醸
造
か

ら
販
売
ま
で
を
一
手
に
行
う
造
り
酒
屋
が

登
場
し
、
大
き
な
財
力
を
持
つ
よ
う
に
な

り
ま
す
。
室
町
時
代
に
な
る
と
、
現
代
の

酒
造
り
に
通
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
が
確

立
さ
れ
（
火
入
れ
に
よ
る
加
熱
殺
菌
、
段

仕
込
み
、
木
炭
に
よ
る
ろ
過
な
ど
）、
同

時
に
そ
う
し
た
技
術
は
京
以
外
の
地
方
に

も
拡
散
し
、
地
酒
の
基
礎
が
築
か
れ
ま
し

た
。
そ
の
一
方
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
は

飢
饉
や
米
価
高
騰
の
対
策
と
し
て
、
酒
造

り
を
禁
じ
る
お
触
れ
が
何
度
も
出
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
安
土
桃
山
時
代
、
酒
造
り
は
い
く
つ
か

の
重
要
な
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。

　
第
一
は
大
型
の
仕
込
み
桶
の
登
場
で
、

こ
れ
に
よ
り
酒
の
大
量
生
産
が
可
能
に
な

り
ま
し
た
。
流
通
の
際
の
容
器
も
、
瓶
や

壺
に
代
わ
っ
て
樽
が
使
わ
れ
始
め
ま
す
。

ま
た
織
田
信
長
に
よ
る
寺
院
勢
力
の
迫
害

で
、
お
寺
で
培
わ
れ
て
き
た
酒
造
技
術
が

巷
に
流
出
し
た
こ
と
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

こ
の
頃
、
日
本
酒
は
透
明
な
清
酒
が
中
心

と
な
り
、
見
た
目
は
現
代
の
酒
と
遜
色
の

な
い
姿
と
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
宣
教
師

の
記
録
で
は
「
酒
を
温
め
て
飲
む
」
習
慣

（
燗
酒
）
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
飲
み
方
も

麹
が
醸
す
酒

清
酒
の
登
場

御
神
酒
と
し
て
の

酒
造
り

～四季を楽しみ、健康を作る食生活、その神髄は 
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三
倍
増
醸
酒
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
主

に
ア
ル
コ
ー
ル
度
数
を
も
と
に
特
級
・
一

級
・
二
級
…
…
を
決
め
、
酒
税
を
定
め
る

「
日
本
酒
級
別
制
度
」
が
で
き
た
の
は
昭
和

15
年
で
、
戦
後
、
等
級
は
特
級
～
二
級
に

集
約
さ
れ
ま
す
が
、
平
成
４
年
の
廃
止
ま

で
制
度
は
半
世
紀
以
上
も
続
き
ま
す
。

　
戦
後
、
日
本
人
の
酒
の
嗜
好
は
ビ
ー
ル

や
ウ
イ
ス
キ
ー
、
焼
酎
な
ど
が
い
く
度
も

盛
衰
を
繰
り
返
し
、
日
本
酒
も
カ
ッ
プ
酒

の
登
場
や
地
酒
、
吟
醸
酒
な
ど
の
ブ
ー
ム

を
経
験
し
ま
す
。

　「
吟
醸
」「
本
醸
造
」「
純
米
酒
」
な
ど
の

呼
称
は
、
初
め
蔵
元
が
任
意
に
使
っ
て
い

し
た
米
＝
酒
米
が
生
ま
れ
た
時
代
で
、
大

正
時
代
に
は
今
も
酒
米
の
主
役
に
君
臨
す

る
山
田
錦
が
開
発
さ
れ
ま
し
た（「
山
田
錦
」

の
命
名
は
昭
和
11
年
）。

　
昭
和
は
、
酒
造
り
に
と
っ
て
紆
余
曲
折

の
時
代
で
す
。
太
平
洋
戦
争
前
か
ら
戦
争

中
の
物
不
足
の
時
期
は
生
産
量
の
確
保
が

優
先
さ
れ
、
ア
ル
コ
ー
ル
を
添
加
し
て
生

産
量
を
嵩
上
げ
す
る
手
法
が
開
発
さ
れ
て

ま
し
た
。
原
料
米
の
精
米
度
合
い
を
高
く

し
た
吟
醸
酒
は
コ
ス
ト
が
か
さ
み
ま
す
が
、

淡
麗
な
サ
ラ
リ
と
し
た
味
わ
い
で
、
酒
蔵

の
個
性
が
大
き
く
反
映
さ
れ
ま
す
。
平
成

４
年
の
法
改
正
は
品
質
面
に
着
目
し
、「
ア

ル
コ
ー
ル
添
加
の
有
無
」
に
よ
り
純
米
酒

か
本
醸
造
・
普
通
酒
か
、「
原
料
米
の
精
米

割
合
」に
よ
り
大
吟
醸・吟
醸
か
表
記
す
る
、

「
特
定
名
称
酒
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
海
外
の
高
い
評
価
を
背
景
に
、
日
本
人

も
再
度
、
日
本
酒
に
着
目
し
て
い
る
昨
今

の
ブ
ー
ム
。
も
う
一
度
、
日
本
酒
の
歴
史

と
本
質
を
見
直
し
て
見
ま
し
ょ
う
。

現
代
に
近
づ
き
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
続
く
江
戸
時
代
は
、
酒
造
業
が
大
き
く

発
展
し
た
時
代
で
す
。
全
国
で
地
酒
が
発

展
し
た
一
方
、
伊
丹
や
灘
の
銘
醸
地
が
勃

興
し
た
の
も
こ
の
頃
で
、
銘
醸
地
の
酒
は

上
方
か
ら
江
戸
へ
と
送
ら
れ
て
「
下
り
酒
」

と
し
て
珍
重
さ
れ
ま
し
た
。

　
明
治
時
代
、
新
政
府
は
日
本
酒
に
ワ
イ

ン
や
ビ
ー
ル
に
比
べ
重
い
課
税
を
行
い
ま

し
た
。
当
時
、
酒
税
は
政
府
の
歳
入
の
３

分
の
１
を
占
め
、
新
政
府
は
規
制
の
簡
素

化
や
近
代
的
な
醸
造
学
の
導
入
を
図
る
な

ど
の
振
興
策
も
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
江

戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
は
酒
造
り
に
特
化

級
別
制
度
か
ら

吟
醸
酒
へ
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連
載婦

人
科
検
診
は
な
ぜ
敬
遠
さ
れ
る
の
か

第 2 回　

２
０
１
９
年
も
７
月
を
迎
え
、
令

和
元
年
と
し
て
２
カ
月
が
経
過
し
ま

し
た
。例
年
、こ
の
時
期
に
前
後
し
て
、

企
業
な
ど
で
実
施
さ
れ
る
定
期
健
診

や
人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
数
が
大
き
く

伸
び
て
き
ま
す
。
こ
の
冊
子
を
手
に

し
て
い
る
み
な
さ
ん
も
、
そ
ろ
そ
ろ

検
診
（
健
診
）
を
受
け
る
機
会
が
あ
っ

た
り
、
予
約
を
す
る
時
期
が
近
づ
い

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

気
づ
か
な
い
間
の
悪
化
を
防
ぐ
た

め
に
、
ぜ
ひ
受
け
て
い
た
だ
き
た
い

と
存
じ
ま
す
。
継
続
受
診
は
、
検
診

の
メ
リ
ッ
ト
を
最
大
限
に
享
受
で
き

ま
す
。

　

さ
て
、
前
号
か
ら
お
伝
え
し
て
い

る
よ
う
に
、
今
年
は
婦
人
科
の
が
ん

の
う
ち
、
と
く
に
子
宮
頸
が
ん
に

フ
ォ
ー
カ
ス
を
あ
て
て
い
ま
す
。
今

回
は
そ
の
検
診
に
つ
い
て
、
お
伝
え

し
ま
す
。        

―
『
い
き
い
き
健
康
だ
よ
り
』
編
集
部
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し
か
し
、
子
宮
頸
が
ん
検
診
と
な
る
と

話
が
異
な
り
ま
す
。

　
子
宮
頸
が
ん
検
診
で
は
、
ま
ず
細
胞
診

と
い
う
検
査
を
行
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
婦

人
科
専
門
医
が
、
専
用
の
設
備
を
持
っ
た

医
療
機
関
で
、
子
宮
頸
部
の
細
胞
を
採
取

す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す（
図
１
）。
そ

の
た
め
、
が
ん
検
診
の
な
か
で
も
子
宮
頸

が
ん
検
診
は
、
定
期
健
診
へ
セ
ッ
ト
化
し

た
り
人
間
ド
ッ
ク
の
基
本
項
目
に
組
み
込

む
こ
と
が
難
し
い
の
で
す
。
も
っ
と
多
く

の
方
に
こ
の
検
診
を
提
供
し
た
く
と
も
、

医
療
機
関
と
医
師
の
確
保
が
難
し
く
、
提

供
で
き
な
い
条
件
が
多
く
あ
る
か
ら
で
す
。

　
そ
の
結
果
、
子
宮
頸
が
ん
検
診
だ
け
は

市
区
町
村
の
が
ん
検
診
で
受
け
て
い
た
だ

か
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
う
し
た
面
倒

臭
さ
か
ら
受
診
機
会
が
用
意
さ
れ
て
い
て

も
受
診
を
逃
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
さ
ら
に
、
子
宮
頸
が
ん
検
診
で
行
わ
れ

る
検
体
採
取
の
作
業
が
「
検
診
受
診
に
対

す
る
心
理
的
な
ハ
ー
ド
ル
に
な
っ
て
い

る
」
と
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
ま
す
。
他

の
が
ん
検
診
と
異
な
り
、
そ
う
し
た
〝
恥

ず
か
し
さ
〟
故
に
、
時
間
的
・
金
銭
的
制

約
で
理
由
付
け
し
て
受
診
せ
ず
に
過
ご
し

含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
根
拠
と

な
る
法
律
が
ま
っ
た
く
異
な
り
、
結
果
と

し
て
検
診
（
健
診
）
を
実
施
す
る
主
体
、

健
診
の
実
施
や
健
診
結
果
を
管
理
す
る
主

体
に
違
い
が
あ
る
た
め
で
す
。

　「
定
期
健
診
」
と
い
わ
れ
る
健
診
に
は
、

労
働
安
全
衛
生
法
（
安
衛
法
）
に
よ
り
事

業
主
が
実
施
す
る
「
一
般
健
康
診
断
」、

組
合
健
保
・
協
会
け
ん
ぽ
な
ど
の
被
用
者

保
険
の
保
険
者
が
健
康
保
険
法
に
基
づ
い

て
実
施
す
る
「
一
般
健
康
診
査
」、
老
人

保
健
法
で
実
施
さ
れ
る
「
基
本
健
康
診
査
」

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
す
る
が
ん

検
診
は
基
本
的
に
「
健
康
増
進
法
」
で
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
事
業
主
や
保
険
者
な
ど
が
主
体
と
な
っ

て
実
施
す
る
職
場
で
の
定
期
健
診
で
は
、

本
来
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
生
活
習
慣
病
で
、

こ
れ
は
現
在
の
特
定
健
康
診
査
で
も
同
様

で
す
。

　
し
か
し
最
近
は
、
多
く
の
企
業
や
健
保

組
合
等
の
定
期
健
診
に
、
が
ん
検
診
が
組

み
込
ま
れ
て
き
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。

「
肺
が
ん
」
は
即
ち
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
検

査
、「
胃
が
ん
」
は
バ
リ
ウ
ム
に
よ
る
胃

部
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
査
や
胃
カ
メ
ラ
、「
大

腸
が
ん
」
は
便
潜
血
検
査
と
い
っ
た
具
合

で
す
。
つ
ま
り
企
業
に
お
勤
め
の
方
の
場

合
、「
私
は
が
ん
検
診
を
受
診
し
て
い
る
」

と
積
極
的
に
意
識
し
な
く
て
も
、（
追
加

項
目
〔
オ
プ
シ
ョ
ン
〕
や
人
間
ド
ッ
ク
を

含
め
て
考
え
れ
ば
）
す
で
に
多
く
の
方
が

す
で
に
が
ん
検
診
を
受
診
し
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
み
な
さ
ん
、
ま
た
は
み
な
さ
ん
の
パ
ー

ト
ナ
ー
は
、
子
宮
頸
が
ん
検
診
を
受
け
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
？

　
子
宮
頸
が
ん
検
診
は
、〝
受
診
へ
の
抵

抗
感
が
最
も
強
い
が
ん
検
診
〟
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
少
し
大
げ
さ
な
言
い
方
を
す

れ
ば
、
受
け
て
い
る
人
も
受
け
て
い
な
い

人
も
、
で
き
る
こ
と
な
ら
受
診
し
た
く
な

い
が
ん
検
診
だ
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
こ
の
こ
と
が
、
検
診
受
診
率
の
向

上
に
繋
が
っ
て
い
か
な
い
一
因
と
い
わ
れ

ま
す
。

　
若
年
者
や
今
ま
で
検
診
を
受
け
た
こ
と

の
な
い
方
々
に
子
宮
頸
が
ん
検
診
を
受
診

し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
こ
の
「
第
一
歩
」

に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

　
本
来
、
子
宮
頸
が
ん
検
診
を
含
む
が
ん

検
診
は
、
い
わ
ゆ
る
「
定
期
健
診
」
に
は

1受
診
へ
の
抵
抗
感
が

最
も
強
い
？

子
宮
頸
が
ん
検
診

3受
診
率
向
上
を

妨
げ
る
要
因

2職
場
で
行
わ
れ
て
い
る

が
ん
検
診

図1 医師採取法
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て
い
る
方
も
多
い
こ
と
は
、
他
の
検
診
の

受
診
率
と
比
較
す
る
と
よ
く
見
え
て
き
ま

す
（
図
２
）。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
子
宮

頸
が
ん
に
お
け
る
Ｈ
Ｐ
Ｖ
の
感
染
に
よ
る

リ
ス
ク
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
方
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
リ
ス
ク
を
知
っ
て
い
る
方

に
も
多
く
見
ら
れ
、
子
宮
頸
が
ん
へ
の
不

て
い
え
ば
Ｈ
Ｐ
Ｖ
へ
の
感
染
が
主
な
原
因

で
あ
り
、
そ
の
た
め
罹
患
率
の
ピ
ー
ク
は

30
歳
代
と
低
い
年
齢
層
と
な
り
ま
す
。
間

違
っ
た
認
識
か
ら
受
診
機
会
を
逃
す
こ
と

に
な
っ
て
は
残
念
と
い
う
ほ
か
あ
り
ま

せ
ん
。

　
一
方
で
は
リ
ス
ク
を
知
り
、
恥
ず
か
し

さ
を
克
服
し
て
子
宮
頸
が
ん
検
診
を
受
診

さ
れ
、
以
後
、
忘
れ
ず
定
期
的
に
受
診
し

て
い
る
方
も
多
く
い
ま
す
。
こ
の
点
を
踏

ま
え
れ
ば
、
一
度
そ
の
大
切
さ
を
受
け
止

め
て
検
診
を
受
け
始
め
る
こ
と
こ
そ
が
、

そ
の
後
の
継
続
受
診
と
そ
の
成
果
と
し
て

の
発
症
率
低
下
や
重
症
化
予
防
に
結
び
付

い
て
い
ま
す
。

　
で
は
、
こ
の
「
第
一
歩
」
を
ど
う
し
た
ら

踏
み
出
し
て
も
ら
え
る
の
で
し
ょ
う
。

　
子
宮
頸
が
ん
の
検
診
受
診
率
が
高
い
欧

米
各
国
で
は
、
検
診
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い

仕
組
み
が
構
築
さ
れ
て
い
ま
す
。
有
名
な

も
の
で
は
、
受
診
が
完
了
す
る
ま
で
受
診

勧
奨
を
続
け
る
「
コ
ー
ル
リ
コ
ー
ル
方
式
」

や
、
医
療
保
険
・
生
命
保
険
に
連
動
す
る

仕
組
み
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、

受
診
者
自
身
に
大
き
な
不
利
益
や
ペ
ナ
ル

テ
ィ
が
課
せ
ら
れ
る
た
め
、
受
診
し
な
い

と
い
う
選
択
肢
は
取
れ
な
く
な
り
ま
す
。

安
を
振
り
払
う
よ
う
に
「
今
の
自
分
は
大

丈
夫
！
」
と
、
受
診
を
先
延
ば
し
に
し
て

し
ま
う
の
で
す
。

　
ま
た
若
年
者
の
場
合
、「
が
ん
は
高
齢

に
な
っ
て
か
ら
の
疾
患
」「
自
分
は
ま
だ

早
い
」
と
一
律
に
認
識
し
て
い
る
方
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
子
宮
頸
が
ん
に
関
し

日
本
で
も
こ
れ
ら
の
仕
組
み
を
導
入
す
れ

ば
よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
在
の

法
律
で
は
企
業
や
市
町
村
が
そ
こ
ま
で
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
現
状
で
は
、
受

診
勧
奨
と
い
う
掛
け
声
だ
け
の
受
診
率
向

上
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
効

果
に
限
界
が
あ
る
こ
と
は
、
今
の
受
診
率

の
推
移
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
す
。

　
そ
こ
で
一
つ
の
解
決
策
と
し
て
用
い
ら

れ
始
め
て
い
る
の
が
、「
自
己
採
取
に
よ
っ

て
、
ま
ず
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
を
受
け
る
、
あ
る

い
は
未
受
診
者
に
実
施
す
る
」
と
い
う
方

法
で
す
（
図
３
）。

　
前
述
の
通
り
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て

は
、子
宮
頸
が
ん
検
診
は
「
専
門
医
に
よ
っ

て
採
取
さ
れ
た
検
体
（
細
胞
）
で
細
胞
診

と
い
う
検
査
を
す
る
こ
と
」
で
す
。
近
々
、

国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
の
「
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
が
改
定
さ
れ
る
見
込
み
で
す
が
、

そ
れ
で
も
医
師
が
採
取
す
る
こ
と
は
重
要

な
要
因
で
す
。

　
現
在
の
あ
ま
り
に
低
い
受
診
率
を
考
え

ま
す
と
、
こ
の
ハ
ー
ド
ル
を
一
度
外
し
て

あ
げ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
ず
受
診
率
を
上
げ
る
た
め
に
、
子
宮

頸
が
ん
の
唯
一
最
大
の
危
険
因
子
で
あ
る

Ｈ
Ｐ
Ｖ
の
感
染
の
有
無
ま
た
は
継
続
感
染

の
確
認
の
た
め
の
継
続
受
診
（
あ
る
い
は

細
胞
診
の
同
時
受
診
）
を
「
自
己
採
取
に

よ
る
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
で
受
け
る
」
と
い
う
予

防
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ

の
と
き
に
検
診
や
子
宮
頸
が
ん
に
つ
い
て

の
正
し
い
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
新

た
に
検
診
を
受
け
る
人
が
増
え
る
こ
と
も

充
分
考
え
ら
れ
ま
す
。

4Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
は 

自
己
採
取
で
も

受
け
ら
れ
ま
す

図2 未受診の女性が子宮頸がん検診を受診しない理由 上位10項目

「子宮頸がん検診に関する報告書」（女性を守るための研究会　2008 年）

時間がない／面倒

費用がかかる

どうしたら受けられるのか、
手続きの仕方が分からない

検診の方法がわからないので不安

症状がないので
定期的に検診を受ける必要がない

検診の通知がない／
検診があることを知らない

子宮頸がんの疾患について
具体的に知らない

自分の年齢では、子宮頸がんに
ならないと思っている

平日の遅い時間や
土日に受けられない

検診の期間が
自分のスケジュールに合わない

48.3％

11.7％

11.9％

13.9％

15.1％

21.0％

22.8％

27.2％

28.6％

30.0％
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こ
こ
で
リ
ス
ク
の
あ
っ
た
方
、
つ
ま
り

Ｈ
Ｐ
Ｖ
の
感
染
が
認
め
ら
れ
た
方
々
は
、

直
ち
に
婦
人
科
を
受
診
し
、
今
現
在
の
子

宮
頸
部
の
状
態
を
診
察
し
て
も
ら
う
こ
と

が
こ
の
シ
ス
テ
ム
運
用
の
要
で
す
。
こ
の

こ
と
は
、
細
胞
に
異
常
が
出
る
前
か
ら
リ

ス
ク
の
高
い
Ｈ
Ｐ
Ｖ
感
染
の
有
無
が
分
か

　
検
体
（
細
胞
）
の
採
取
方
法
が
自
己
採

取
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
熟
練
し
た
医

師
が
行
う
場
合
に
比
べ
、
取
れ
る
細
胞
量

が
少
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

取
れ
る
細
胞
量
が
少
な
い
こ
と
は
異
常
な

細
胞
が
取
れ
る
確
率
も
下
が
る
こ
と
に
な

り
、
細
胞
診
の
場
合
は
せ
っ
か
く
検
査
を

し
て
も
異
常
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

と
て
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
検
診
を

受
け
た
の
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
…
…
と
い
う
最
悪
の
結
末
が
起
こ

り
う
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
採
取
方

法
で
検
査
を
し
た
場
合
、
細
胞
診
で
は
陽

性
率
が
半
数
程
度
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
報
告
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
細
胞
が

取
れ
る
量
は
検
査
結
果
に
大
き
く
影
響
し

ま
す
。

　
感
度
の
高
い
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
に
替
え
る

と
、
こ
の
見
落
と
し
を
減
少
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
に
は
、
必
ず

し
も
た
く
さ
ん
の
子
宮
頸
部
の
細
胞
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｈ
Ｐ
Ｖ
が
増
殖
し
て
い

る
の
は
子
宮
頸
部
周
辺
の
細
胞
で
す
が
、

膣
も
含
め
多
く
の
部
位
に
存
在
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
病
巣
で
あ
る
頸
部
か
ら
直

接
検
体
（
細
胞
）
を
取
る
こ
と
は
、
細
胞

る
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
だ
か
ら
こ
そ
の
運
用
で

す
。
現
在
の
ス
タ
イ
ル
の
検
診
を
受
け
た

く
な
い
方
に
と
っ
て
、
そ
の
第
一
歩
を
少

し
だ
け
楽
な
気
持
ち
で
踏
み
出
す
こ
と
が

で
き
る

―
自
己
採
取
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
に

は
そ
ん
な
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

5自
己
採
取
で
も

見
落
と
し
が
少
な
い

Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査

診
に
お
い
て
と
て
も
重
要
で
す
が
、
Ｈ
Ｐ

Ｖ
検
査
で
は
限
定
さ
れ
た
局
所
で
は
な
い

こ
と
も
あ
り
、
医
師
採
取
同
様
の
検
出
率

を
示
す
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
し
て

や
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
は
子
宮
頸
が
ん
そ
の
も
の

を
見
つ
け
出
す
も
の
で
は
な
く
、
が
ん
に

な
る
リ
ス
ク
の
高
い
人
を
絞
り
込
み
、
細

胞
診
等
精
密
検
査
が
必
要
な
人
と
そ
う
で

な
い
人
を
選
別
し
、
そ
の
後
の
継
続
的
観

察
に
よ
っ
て
細
胞
が
が
ん
化
す
る
前
の
段

階
を
見
つ
け
出
し
、
治
療
す
る
、
い
わ
ゆ

る
予
防
健
診
的
意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
動
き
は
海
外
で
顕
著
に
な
っ
て
お

り
、
オ
ラ
ン
ダ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど

で
は
、
検
診
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
つ
と
し
て

運
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
国
内
で
も
す

で
に
い
く
つ
か
の
自
治
体
や
企
業
で
運
用

さ
れ
始
め
て
お
り
、
今
ま
で
検
診
に
足
を

向
け
な
か
っ
た
方
々
が
、
そ
の
第
一
歩
と

し
て
活
用
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
理
想

を
言
え
ば
、
す
べ
て
の
対
象
者
が
子
宮
頸

が
ん
検
診
を
医
療
機
関
で
受
け
る
こ
と
が

最
善
で
す
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由

か
ら
そ
の
機
会
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
な

い
で
、
発
症
の
危
険
（
不
安
）
を
抱
え
た

ま
ま
過
ご
し
た
り
、
重
症
化
さ
せ
て
い
る

の
も
現
実
で
す
。
い
わ
ゆ
る
、
検
診
受
診

へ
と
導
く
こ
と
を
優
先
し
、
現
時
点
で
未

受
診
の
方
々
に
も
、
自
己
採
取
Ｈ
Ｐ
Ｖ
検

査
は
そ
の
第
一
歩
と
し
て
大
き
な
効
果
が

期
待
で
き
ま
す
。
心
理
的
な
問
題
か
ら
子

宮
頸
が
ん
検
診
を
受
診
し
な
い
方
々
に
、

正
し
い
知
識
と
今
後
の
検
診
受
診
行
動
を

啓
発
す
る
に
は
、
最
適
な
検
診
方
式
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

図3

直立
（真上に挿入）

座位
（斜め後ろに挿入）

中腰
（斜め 45 度に挿入）



最
近
は
、「
和
」
の
趣
味
が
大
人
気
。

城
や
刀
剣
、
ご
朱
印
集
め
な
ど
分
野
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、

ゲ
ー
ム
の
影
響
も
あ
り
10
代
、
20
代
に
も
マ
ニ
ア
が
い
ま
す
。

今
回
の
テ
ー
マ
は
「
仏
像
」。
鑑
賞
か
ら
入
門
し
、

熱
が
入
る
と
自
ら
彫
ろ
う
と
志
す
人
ま
で
現
わ
れ
る
、

奥
の
深
い
テ
ー
マ
で
す
。

　
仏
像
と
向
き
合
う
こ
と
の
魅
力
は
、
ど
こ

に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　
仏
像
は
言
葉
ど
お
り
、
悟
り
を
開
い
た
仏

の
像
で
す
。
イ
ン
ド
で
釈
迦
が
教
え
を
説
い

た
の
は
紀
元
前
４
５
０
年
ご
ろ
で
す
が
、
当

初
の
仏
教
に
仏
の
像
を
作
る
習
慣
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
仏
像
が
作
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
紀
元
前
３
３
０
年
頃
の
ア
レ

ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
東
征
で
北
イ
ン
ド
に
ギ

リ
シ
ャ
や
ペ
ル
シ
ャ
の
文
化
が
持
ち
込
ま
れ

て
以
降
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
単
に
ギ
リ

シ
ャ
風
・
ペ
ル
シ
ャ
風
に
立
像
を
作
っ
て
み

た
と
い
う
話
で
は
な
く
、
識
字
率
の
低
か
っ

た
当
時
の
庶
民
に
教
え
を
広
め
る
意
味
も
あ

り
ま
し
た
。
仏
像
の
顔
や
姿
は
、
仏
教
の
教

え
や
精
神
性
を
具
現
化
し
た
形
で
も
あ
る
の

で
す
。
仏
像
に
感
じ
る
癒
し
や
静
謐
さ
は
、

そ
う
し
た
背
景
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　
仏
像
鑑
賞
は
、
ま
ず
そ
う
し
た
精
神
性
を

感
じ
る
楽
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
一
体

一
体
で
異
な
る
仏
像
の
由
来
や
歴
史
を
知
っ

た
り
、
巧
み
な
彫
刻
の
技
術
の
粋
に
目
を
向

け
れ
ば
、
さ
ら
に
感
動
が
増
す
で
し
ょ
う
。

　
仏
像
は
、
た
だ
眺
め
て
楽
し
む
だ
け
で
も

十
分
で
す
が
、
背
景
や
歴
史
、
製
作
技
法
な

ど
を
知
る
と
、
仏
像
の
精
神
性
に
よ
り
理
解

が
深
ま
り
ま
す
。
目
の
前
の
仏
像
は
ど
う
い

う
像
な
の
か
、
ど
う
い
う
仏
を
表
わ
し
て
い

る
の
か
、
仏
師
は
何
を
考
え
て
彫
り
上
げ
た

の
か
。
仏
像
の
理
解
の
糸
口
と
な
る
知
識
を

整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

仏
像
の
種
類

　
仏
像
は
、「
如
来
」「
菩
薩
」「
明
王
」「
天
部
」

の
４
つ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
如
来
と
菩
薩
は

い
ず
れ
も
仏
の
姿
で
す
が
、
如
来
が
悟
り
を

開
い
た
仏
な
の
に
対
し
、
菩
薩
は
悟
り
を
求

め
修
行
中
の
姿
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
１
体

の
阿
弥
陀
如
来
を
中
心
に
２
体
の
菩
薩
（
左：

観
音
菩
薩
、
右
：
勢
至
菩
薩
）
を
左
右
に
配

し
た
「
阿
弥
陀
三
尊
」
の
形
式
で
安
置
さ
れ

た
り
も
し
ま
す
。

如
来
：
悟
り
を
開
い
た
、
位
が
最
も
高
い
仏

様
。
悟
り
を
開
い
た
仏
は
釈
迦
如
来
以
外
に

も
、
阿
弥
陀
如
来
・
薬
師
如
来
・
大
日
如
来

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

菩
薩
：
如
来
を
助
け
る
存
在
で
、
悟
り
を
求

め
て
修
行
中
の
釈
迦
の
姿
が
モ
デ
ル
と
い
わ

れ
ま
す
。
他
者
を
救
う
た
め
す
ぐ
に
動
き
出

せ
る
よ
う
、
立
ち
姿
の
像
が
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。観
世
音
菩
薩
・
弥
勒
菩
薩
・
文
殊
菩
薩
・

普
賢
菩
薩
・
地
蔵
菩
薩
な
ど
が
代
表
格
で
、

観
世
音
菩
薩
（
観
音
様
）
は
千
手
や
十
一
面

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
姿
に
変
身
し
ま
す
。

明
王
：
如
来
の
命
で
正
し
い
道
に
進
ま
な
い

者
を
屈
服
さ
せ
指
導
す
る
存
在
で
す
。
基
本

的
に
怒
り
の
表
情
・
勇
ま
し
い
姿
で
表
現
さ

れ
、
不
動
明
王
、
愛
染
明
王
な
ど
が
有
名

で
す
。

日本への伝来の歴史
　インドで仏像が盛んに造られるようになったのは、紀
元１世紀頃。3 世紀に中国、4 世紀には朝鮮半島へと伝
わり、日本へは 6 世紀に伝来したといわれます。
　現在、インドやアフガニスタンでは石仏・石像が多く残
り、中国や韓国等では金銅仏が多いのに対し、日本では
約 9 割が木像となっています。

仏
像
の
魅
力

鑑
賞
の
ポ
イ
ン
ト
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現
在
、
国
宝
指
定
の
彫
刻
は
１
３
６
件

（
２
０
１
８
年
ま
で
）
で
、大
半
が
仏
像
で
す
。

い
ず
れ
も
傑
作
ぞ
ろ
い
で
す
が
、
時
代
を
代

表
す
る
３
体
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

釈
迦
三
尊
像
（
法
隆
寺
／
止
利
仏
師
・
作
） 

　

飛
鳥
時
代
の
名
仏
師
・
止
利
仏
師
の
代
表

作
と
さ
れ
る
銅
造
の
仏
像
で
す
（
６
２
３
年

造
）。
す
ら
り
と
し
た
八
頭
身
の
姿
が
特
徴

で
す
。

阿
弥
陀
如
来
坐
像
（
宇
治
平
等
院
／
定
朝
・
作
）

　

穏
や
か
な
面
立
ち
の
仏
像
が
特
徴
の
平
安

時
代
の
大
仏
師
・
定
朝
の
作
と
確
認
さ
れ
た

唯
一
の
仏
像
で
す
。
同
時
に
「
寄
木
造
」
で
作

ら
れ
た
最
古
の
仏
像
と
し
て
も
知
ら
れ
ま
す

（
１
０
５
３
年
造
）。

大
日
如
来
坐
像
（
奈
良
・
円
成
寺
／
運
慶
・
作
）

　

男
性
的
で
力
強
い
表
情
が
特
徴
の
鎌
倉
時

代
の
仏
師
・
運
慶
の
真
作
と
確
認
で
き
る
最

古
の
作
品
（
１
１
７
６
年
造
）。
円
成
寺
で

は
多
宝
塔
に
安
置
さ
れ
、
桟
の
隙
間
か
ら
拝

観
で
き
ま
す
。
仏
像
フ
ァ
ン
に
人
気
の
高
い

仏
像
の
一
つ
で
す
。

増長天

多聞天

天
部
：
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
様
が
仏
教
に
帰

依
し
て
そ
の
守
護
神
に
な
っ
た
も
の
。
四
天

王
の
ほ
か
、
吉
祥
天
、
弁
財
天
な
ど
〇
〇
天

と
つ
く
仏
様
は
す
べ
て
こ
の
属
性
で
す
。

仏
像
の
着
眼
点

　
仏
像
は
、「
印
相
（
手
の
形
）」「
衣
」「
頭
髪
」

「
光
背
（
像
の
背
後
の
光
を
表
わ
す
表
現
）」

「
台
座
」
な
ど
の
部
分
に
着
目
し
て
見
る
と
、

何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
ど
ん
な
仏
様
な
の

か
、
理
解
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

製作技法から見た仏像 
　日本の仏像の約９割は木造で、時代ごとにさまざまな技法で製作されて
います。この技法の違いに注目するのも、仏像鑑賞の楽しみの一つです。
　飛鳥時代から平安時代初期ごろの仏像は、像の中心となる部分（胴体
等）は１本の木材から彫り上げる、「一

いち

木
ぼく

造
づくり

」の技法で作られていました（頭
と胴が一つの木材から作られれば、腕や足、衣などは別材で作り取り付
けるのでも一木造と呼ぶ）。しかし、一木造は木材の乾燥に伴いひび割れ
がおきやすく、大きな仏像を作るに足る木材の調達が難しいなどの欠点も
ありました。そのため、平安時代中ごろ以降は仏像をいくつかのパーツに
わけてそれぞれを彫り、最後にそれらを組み合げて一体の仏像を作り上げ
る技法が現われました。これが「寄木造」です。

国
宝
に

指
定
さ
れ
た
仏
像

施無畏印 定印

与願印

光背  如 来・ 菩 薩・
天部は、背後に光を
背負います。形はさま
ざまで、円や二重円、
放射光のほか、花び
らを模した形や不動
明王の炎型などもあり
ます。

衣  出家前の王子
だった頃の釈迦を表
す菩薩は全体にきら
びやかな衣装で、桾
という腰巻きに左肩
から上半身を覆う条
帛、ネックレスや冠等
のアクセサリーを身に
つけます。如来は身
に３枚の薄布を巻き、
装身具は着けません。

台座  如 来 や 菩 薩
に多いレンゲの花を
模った台座や須弥山
を模った台座、象（普
賢菩薩）・獅子（文殊
菩薩）・牛（大威徳明
王）・孔雀（孔雀明王）
など動物を模した台座
もあります。

印相  仏像の手の構えで、さまざまなメッセージを表わします。

例：手を上げて手の平を前に向けた「施無畏印」は “ 恐れなくてよい ”と
相手を励ますサイン、坐像で両の手の平を上にして腹の前で上下に
重ね合わせた「定印」は瞑想入っているサイン、手を垂れて手の平
を前に向けた「与願印」は “ 相手にすべてを与えよう”というサイン

頭髪  如 来 の 髪は、
大仏等でお馴染のパ
ンチパーマのような螺

ら

髪
ほつ

という髪型。菩薩
は高く結い上げた髷
のような髪型です。
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健
診
品
質
は
、
検
査
精
度
と
健
診
精

度
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
ま
す
。
健
康
保

険
組
合
等
の
医
療
保
険
者
様
は
、
健
診

機
関
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
検
査
・
健

診
の
精
度
管
理
状
況
を
求
め
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
か
？ 

ど
の
程
度
の
検
査
精
度

で
健
診
が
実
施
さ
れ
、
健
診
と
し
て
の

精
度
（
結
果
や
効
果
）
が
ど
の
よ
う
な

状
況
に
あ
る
の
か
、
求
め
ら
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
？ 

　

当
財
団
は
、
評
価
法
の
異
な
る
２
つ
の

第
三
者
機
関
、
公
益
社
団
法
人
全
国
労
働

衛
生
団
体
連
合
会
（
全
衛
連
）
と
一
般
社

団
法
人
日
本
総
合
健
診
医
学
会
に
よ
る
精

度
管
理
を
毎
年
７
回
に
分
け
て
受
け
て
い

ま
す
。
胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
、
心
電
図
、

臨
床
検
査
（
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
、 

中
性
脂

肪
、
Ｈ
Ｄ
Ｌ
・
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
、

総
蛋
白
、
Ａ
Ｓ
Ｔ
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
、γ
―
Ｇ
Ｔ
Ｐ
、 

ア
ル
ブ
ミ
ン
、
Ａ
Ｌ
Ｐ
、
Ｌ
Ｄ
Ｈ
、
Ａ
／
Ｇ
、

ク
レ
ア
チ
ニ
ン
、
尿
素
窒
素
、
尿
酸
、
血
糖
、

安
心
し
て
健
診
を
受
け
、

信
頼
し
て
健
診
結
果
を
受
け
取
る
に
は
？

私たちが安心して健診
を受け、信頼して健
診結果を受け取れるの
は、確かな健診品質
があってこそです。
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ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
Ａ
１
ｃ
、
白
血
球
数
、
赤

血
球
数
、
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
、
ヘ
マ
ト
ク
リ
ッ

ト
、
血
小
板
数
、
Ｃ
Ｒ
Ｐ
な
ら
び
に
尿
糖･

尿
蛋
白･
尿
潜
血
、
便
潜
血
検
査
）、
労
働

衛
生
検
査
（
鉛･
有
機
溶
剤
に
係
る
生
体

試
料
検
査
）
の
検
査
精
度
が
チ
ェ
ッ
ク
さ

れ
、
10
年
以
上
前
か
ら
、
毎
年
い
ず
れ
の

検
査
に
お
い
て
も
「
良
好
」
と
評
価
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
健
診
精
度
で
す
が
、
受
診
率
向

上
や
異
常
所
見
放
置
の
防
止
・
重
症
化
予

防
の
た
め
に
、
個
人
結
果
報
告
書
に
は
結

果
異
常
へ
の
診
療
科
を
明
示
し
、
精
検
受

診
の
勧
奨
を
コ
メ
ン
ト
し
、
紹
介
状
を
同

封
す
る
。
自
宅
あ
る
い
は
職
場
に
近
い
、

当
財
団
が
独
自
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
た

医
療
機
関
の
選
択
・
紹
介
シ
ス
テ
ム
を
提

供
し
、
安
心
し
て
受
け
や
す
い
受
診
環
境

（
未
受
診
と
な
る
ハ
ー
ド
ル
の
低
下
策
）
を

供
給
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

厚
生
労
働
省
が
『
職
域
に
お
け
る
が
ん
検

診
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
等
で
求
め
て

い
る
、
要
精
検
率
・
精
検
受
診
率
・
が

ん
発
見
率
・
早
期
が
ん
の
割
合
・
そ
の
他

疾
患
発
見
率
な
ど
が
ご
報
告
で
き
る
よ
う

に
準
備
し
て
い
ま
す
し
、
精
検
未
受
診
者

名
簿
の
ご
提
出
や
精
検
受
診
の
再
勧
奨
も

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
こ
そ
、
健
診
の

受
診
率
が
向
上
し
、
検
査
異
常
の
放
置
を

防
ぎ
、
重
症
化
予
防
の
効
果
が
得
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
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