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こ
の
章
で
は
、
日
本
の
自
然
の
四
季
折
々

の
多
様
な
美
し
さ
と
、
そ
の
中
で
生
き
て

き
た
日
本
人
が
日
本
の
奥
行
き
あ
る
文
明
と

文
化
を
築
い
て
き
た
歴
史
を
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
何
よ
り
も
、
日
本
の
自
然
そ
の
も
の
の

豊
饒
さ
が
日
本
人
に
多
様
な
能
力
を
与
え
、

豊
か
な
文
明
、
文
化
を
育
て
、
豊
饒
の
歴
史

を
形
成
さ
せ
て
き
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
海
外
の
多
く
の
国
の
方
々
は
そ
う

し
た
日
本
の
文
明
、
文
化
を
味
わ
う
と
共

に
、
自
国
に
お
い
て
、
日
本
の
豊
か
な
自
然

と
同
じ
も
の
を
味
わ
う
事
が
難
し
く
、
そ
れ

　

と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
は
、
こ
の
狭
い
と
言

わ
れ
る
日
本
を
ど
の
位
旅
し
て
歩
か
れ
ま

し
た
か
。
確
か
に
、
世
界
地
図
で
眺
め
て

〈
Ⅱ
―
１
〉
豊
か
な
自
然　

―
四
季
折
々
の
美
し
さ
―

で
す
。
そ
の
代
表
が
富
士
山
の
形
の
美
し
さ

と
、
そ
の
神
秘
的
な
、
そ
し
て
変
幻
自
在
な

表
情
の
変
化
の
姿
で
す
。
そ
し
て
南
の
国
の

み
る
と
、
日
本
列
島
は
実
に
狭
い
で
す
。

し
か
し
自
分
の
足
で
歩
く
と
、
と
て
も
広

い
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
約
１
／
30
し
か

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
前
に
知
っ
て
お
こ
う

〝
日
本
の
素
晴
ら
し
さ
〟③飛

岡  

健

㈱
人
間
と
科
学
の
研
究
所 

所
長

特
別
寄
稿

〈
Ⅱ
〉
日
本
の
自
然
と
歴
史（
文
明
、文
化
）の
素
晴
ら
し
さ

日本列島：北緯 20 度 25 分
　　　　　から 45 度 33 分
長さ：3000㎞
数千の島　
総面積：37 万㎢

《雑学事典 18》

人
は
、
雪
と
い
う
自
然
現
象
を
味
わ
う
チ
ャ

ン
ス
が
自
国
に
お
い
て
は
無
い
の
で
す
。
だ

か
ら
、
冬
の
日
本
を
求
め
て
旅
を
し
て
く
る

訳
で
す
。
ま
た
雪
の
あ
る
国
の
ス
キ
ー
ヤ
ー

達
も
来
て
く
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
日
本
の

雪
の
質
が
と
て
も
良
い
か
ら
で
す
。

故
に
日
本
を

訪
れ
自
国
で

は
味
わ
っ
た

こ
と
の
無
い

日
本
の
自
然

を
初
め
て
味

わ
う
事
が
喜

び
に
な
る
の
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な
い
の
で
す
。
そ
の
中
に
埋
ま
っ
て
い
る

自
然
と
そ
の
醸
し
出
す
現
象
は
実
に
驚
く

ほ
ど
多
種
多
様
な
の
で
す
。
そ
し
て
沢
山

の
生
物
が
生
息
す
る
豊
か
な
生
態
系
を
形

成
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

ご
存
知
の
よ
う
に
日
本
列
島
は
多
く
の

島
（
海
岸
線
の
長
さ
が
１
０
０
ｍ
以
上
の

島
、
６
８
５
２
）
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
地
の
上
に
造
ら
れ
て
い
る
日
本

は
、
２
万
９
７
５
１
㎞
の
世
界
６
位
の
海

岸
線
を
持
つ
、
海
に
囲
ま
れ
た
海
洋
国
家

で
あ
り
、
同
時
に
北
海
道
か
ら
九
州
屋
久

島
ま
で
、
そ
の
中
央
に
火
山
帯
を
持
っ
た

火
山
国
で
も
あ
り
ま
す
。
国
土
の
２
／
３

以
上
が
そ
の
山
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
当
に
飛
行
機
で
日
本
上
空
を
飛
び
、
目

を
地
上
に
下
ろ
し
て
み
る
と
、
山
だ
ら
け

で
す
。
そ
し
て
世
界
一
と
も
言
え
る
豊
か

な
温
泉
が
火
山
帯
の
お
陰
で
各
地
に
在
り

ま
す
。
何
と
猿
や
熊
ま
で
が
温
泉
を
楽
し

ん
で
い
る
光
景
が
見
ら
れ
る
の
は
日
本
だ

け
で
し
ょ
う
。
外
国
の
人
々
は
、
そ
の
地

を
訪
れ
、
そ
の
光
景
を
見
て
驚
き
感
動
し

て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
北
海
道
周
辺
は

亜
寒
帯
、
九
州
か
ら
沖
縄
周
辺
は
亜
熱
帯

で
、
気
象
学
的
に
は
と
て
も
豊
か
な
拡
が

り
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ユ
ー
ラ

シ
ア
大
陸
が
日
本
海
側
に
在
る
為
に
、
温

帯
モ
ン
ス
ー
ン
気
候
で
、
強
い
偏
西
風
の

吹
く
地
域
で
す
。
従
っ
て
大
陸
か
ら
日
本

に
帰
っ
て
く
る
飛
行
機
の
所
要
時
間
は
行

き
と
帰
り
で
は
30
分
以
上
変
わ
り
ま
す
。

も
ち
論
、
帰
り
の
方
が
早
く
な
り
ま
す
。

飛
行
機
が
偏
西
風
に
乗
り
、
追
い
風
と
な

る
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
日
本
地
図
と
天
気

図
を
取
り
出
し
て
、
良
く
観
察
を
し
て
み

る
と
良
く
判
り
ま
す
。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
約
３
ヵ
月
毎
に
規
則

正
し
く
も
た
ら
さ
れ
る
大
変
豊
か
な
季
節

を
有
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
世
界
の
ど
の

国
よ
り
も
四
季
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
の

で
、
緯
度
が
反
対
側
で
同
じ
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
も
四
季
の
あ
る
国
で
す
が
、
そ
の

変
化
は
日
本
の
方
が
遥
か
に
味
わ
い
深
い

と
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。そ
し
て
同
時
に
、

日
本
列
島
は
実
に
多
様
な
地
形
を
宿
し
、

そ
の
気
候
と
地
形
を
受
け
て
実
に
多
様
な

気
象
現
象
が
生
ま
れ
ま
す
。
し
か
も
規
則

正
し
さ
と
そ
の
中
で
の
不
規
則
な
変
化
、

何
と
も
微
妙
な
組
み
合
わ
せ
で
す
。
そ
れ

が
日
本
の
自
然
の
豊
か
さ
と
な
り
ま
す
。

そ
う
し
た
豊
か
な
自
然
の
中
で
育
っ
た
日

本
人
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
自
然
現
象
と
、

そ
れ
を
表
現
す
る
知
識
を
実
に
多
様
多
彩

に
言
葉
に
し
ま
し
た
。
次
節
で
述
べ
ま
す

が
、
世
界
一
と
も
言
え
る
位
、
ひ
と
つ
ひ

と
つ
の
事
象
、
例
え
ば
雨
の
降
る
様
や
雪

の
降
る
様
に
は
沢
山
の
名
前
が
作
ら
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
世
界
で
も
有
数
の
規
則
正

し
く
配
分
さ
れ
た
四
季
の
到
来
は
、
春
は

新
緑
と
桜
、
夏
は
海
と
光
、
秋
は
月
と
紅

葉
、
そ
し
て
冬
は
雪
景
色
と
氷
の
如
き
、

実
に
豊
か
な
光
景
を
生
み
出
し
て
い
る
の

で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
味
わ
う
為
の
様
々

な
行
事
や
生
活
形
態
が
作
ら
れ
、
実
に
味

◎世界一低気圧の台風
　1979 年（昭和 54 年）10 月
に発生し、海上において観測
史上世界で最も低い中心気圧
を記録した台風 20 号で、この
台風は日本列島を縦断して全
国に影響を及ぼし、北海道に
も甚大な被害をもたらした

《雑学事典 19》

　世界には、二つの
造山帯があり、その
一つは環太平洋造山
帯であり、もう一つ
は、アルプスヒマラ
ヤ造山帯。噴火と地
震 の 多 い 国 で あ り、
災害大国である

《雑学事典 21》

日本の国土面積　　　　位
227

227

61

23
日本の森林面積　　　　位

（約 2500 万 ha）

ちなみに、1 位はロシアで、約
81493 万 ha。しかしその生態
系は世界有数

《雑学事典 20》

わ
い
深
い
生
活
様
式
が
生
み
出
さ
れ
ま
し

た
。
日
本
は
旬
を
七
十
二
節
句
と
し
て
い

る
の
で
す
。
３
ヶ
月
ご
と
に
、
即
ち
春
夏

秋
冬
に
18
回
の
旬
が
あ
る
の
で
す
。
何
と

も
凄
い
季
節
の
変
化
へ
の
対
応
と
思
い
ま

せ
ん
か
？
間
違
い
な
く
世
界
一
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
小
さ
な
国
土
の
割
に
世
界
六

位
の
海
岸
線
の
長
さ
と
、
４
つ
の
海
流
が

出
会
う
海
の
多
様
さ
は
、
世
界
の
35
％
の

海
洋
生
物
を
棲
ま
わ
せ
、
豊
か
な
海
の
幸

を
食
卓
に
届
け
、
そ
の
美
し
い
海
岸
と
そ

こ
か
ら
の
景
色
は
、
人
々
の
審
美
眠
を
高

め
る
と
共
に
、
日
本
人
の
意
識
に
多
く
の

多
様
で
微
妙
な
陰
翳
を
帯
び
た
深
い
意
識

の
世
界
を
授
け
た
の
で
す
。

　

同
時
に
国
土
の
２
／
３
を
占
め
る
山
と

森
林
は
、
山
の
幸
を
与
え
る
と
共
に
、
山

の
文
化
を
日
本
人
に
生
み
出
さ
せ
ま
し

た
。
松
本
に
は
登
山
博
物
館
が
あ
り
ま
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す
。
日
本
列
島
の
中
央
に
そ
び
え
る
南
ア

ル
プ
ス
、
北
ア
ル
プ
ス
は
そ
の
偉
容
と
共

に
、
そ
こ
か
ら
滝
を
造
り
、
明
治
時
代
の

オ
ラ
ン
ダ
か
ら
招
聘
し
た
河
川
技
術
者
の

デ
レ
ー
ケ
は
「
日
本
の
川
は
滝
だ
」
と

言
っ
た
程
の
急
流
を
走
ら
せ
、
海
へ
向
け

図５　日本地形　歴史の流れ　四季の流れ

◎観測史上世界一透明度の湖
摩周湖：41.6m。現在は世界
第 2 位の透明度であるが、世
界一の透明度を誇っていた
1931 年（昭和 6 年）当時の測
定では最大 41.6m を記録した

《雑学事典 23》
◎ 1 日最大降雪量世界一
 伊吹山：1975 年（昭和 50 年）
1 月 14 日に 230cm を記録（滋
賀県および岐阜県の山）

《雑学事典 24》

高温多湿の夏
低温小湿の冬

◎世界一狭い海峡
土渕海峡（香川県小豆郡）
9.93 ｍ
◎世界一小さな島
沖ノ島：9㎡

《雑学事典 22》

て
様
々
な
光
景
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
ら
の
山
は
、
海
を
豊
か
に
す
る
植
物
性

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
大
量
に
作
り
出
し
、
日

本
の
海
を
豊
か
に
し
て
い
ま
し
た
。

　

少
し
川
と
日
本
人
の
関
係
を
知
っ
て
も

ら
う
為
に
、
頭
の
中
で
川
の
上
流
か
ら
下
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図６　日本における四季の多様性

　春：青・・・青春

夏：朱・・・朱夏

秋：白・・・白秋

冬：黒・・・玄冬

◎日本の植生 
高山帯：高山草原とハイマツ群落域
亜高山帯：コケモモ、トウヒクラス域
夏緑広葉樹林帯：ブナクラス域
常緑広葉樹林帯：ヤブツバキクラス域

《雑学事典 26》

◎世界一長い並木道
日光杉並木　35.41㎞

《雑学事典 27》

◎世界最大の雹  
現・熊谷市内 1917 年（大正 6 年）6
月 29 日、旧・大里郡長井村で直径 7
寸 8 分（直径 29.6cm、鯨尺による計
測とされる）、北埼玉郡中条村で重さ
900 匁 (3.4kg) の雹が降ったとされる

《雑学事典 25》

的
に
見
て
も
、
こ
の
水
の
大
循
環
が
早
い

ス
ピ
ー
ド
で
回
っ
て
い
る
の
が
、
日
本
の

水
の
光
景
な
の
で
す
。
華
厳
の
滝
や
那
智

の
滝
を
始
め
、
多
く
の
滝
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
水
の
循
環
の
速
さ
が
、
日
本
列
島
の

諸
々
の
存
在
を
生
き
生
き
と
さ
せ
る
の
で

す
。
体
を
循
環
す
る
水
が
潤
沢
だ
と
体
に

良
い
の
と
同
じ
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
水

の
大
循
環
を
司
る
聖
獣
が
〝
龍
〟
で
す
。

　

例
え
ば
、
瀬
川
や
竹
川
の
多
い

ケ
ー
ス
は
川
の
流
れ
が
瀬
に
な
る

中
流
地
域
に
多
い
と
言
え
ま
す
。

そ
し
て
津
川
は
川
の
途
中
に
港
の

あ
る
所
を
指
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
日
本
に
は
狭
い
が
、

た
く
さ
ん
の
平
野
が
あ
り
、
そ
こ

に
は
湖
沼
や
池
や
水
だ
ま
り
が
あ

流
の
河
口
ま
で
歩
い
た
つ
も
り
に
な
っ
て

下
さ
い
。
そ
し
て
そ
こ
で
目
に
入
る
モ
ノ

や
意
識
に
川
と
言
う
字
を
付
け
ま
す
。
す

る
と
実
に
驚
く
べ
き
で
す
が
、
川
の
付
い

た
地
名
や
苗
字
が
殆
ん
ど
に
あ
る
の
で

す
。

　

そ
れ
位
に
川
と
日
本
人
の
関
係
は
深
い

と
言
え
る
で
し
ょ
う
（
拙
著
『
流
れ
の
思

想
』
参
照
の
由
）。
逆
に
電
話
帳
で
、〝
川

の
付
い
た
苗
字
〟
を
探
す
と
、
そ
の
土
地

が
川
の
ど
の
当
た
り
の
地
な
の
か
が
判
り

ま
す
。

り
、
山
か
ら
流
れ
て
き
た
〝
軟
水
〟
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
飲
料
水
に
も
、
工
業
用

水
に
も
農
業
用
水
に
も
向
い
て
い
て
、〝
日

本
名
水
百
選
〟
が
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
太
陽
の
熱
に
よ
っ
て
、
蒸
発
さ
せ

ら
れ
た
水
は
、
水
蒸
気
に
な
っ
て
雲
に
な

り
、
そ
れ
が
雨
や
雪
と
な
っ
て
地
上
に
降

り
、
川
に
流
れ
（
一
例
と
し
て
天
竜
川
を

通
っ
て
）
海
に
戻
り
ま
す
。
し
か
も
世
界

『流れの思想』PHP研究所
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生
き
の
良
い
龍
が
棲
む
の
が
日
本
な
の
で

す
。
そ
し
て
民
族
学
者
達
は
竜
宮
城
は
海
だ

け
で
な
く
、
水
の
溜
ま
る
湖
沼
に
も
あ
る
事

を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
し
て
地
下
水
の
循
環

に
は
河
童
が
聖
獣
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
何

と
河
童
の
背
負
っ
て
い
る
魚
は
河
口
の
魚
な

の
で
す
。
と
て
も
興
味
深
い
事
柄
で
す
ね
。

図７　川の付く地名や苗字

　

世
界
的
に
有
名
に
な
っ
た
ア
ニ
メ
『
千

と
千
尋
』
に
お
け
る
白
い
龍
の
登
場
を
思

い
出
し
て
下
さ
い
。
こ
れ
は
環
境
問
題
と

深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
川
が
白

骨
化
し
た
り
、
汚
れ
て
い
る
事
を
象
徴
的

に
示
し
て
い
る
の
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
本
の
自
然
は
亜

日本一流域面積が広い川  ： 利根川　約 16.840㎢
日本一の長い川 ：信濃川　36.7㎞
日本一短い川 ：ぶつぶつ川　13.5 ｍ
日本一の支流が多い川 ：淀川　965 本
日本一幅が広い川 ：荒川　　2537 ｍ
日本一急流の川 ：常願川　標高差　約 3000 ｍ

《雑学事典 28》

日本人は世界一、自然環境を重視
国際共同意識調査の代表格

『世界価値観調査』

《雑学事典 29》世界も認める日本の紅葉
・天龍寺
・下鴨神社
・延暦寺
・永観堂禅林寺
・銀閣寺

《雑学事典 30》

寒
帯
か
ら
亜
熱
帯
ま
で
の
ゾ
ー
ン
の
中

で
、
山
～
川
～
湖
～
沼
～
平
野
～
海
の
広

が
り
を
持
ち
、
そ
こ
で
四
季
折
々
の
営
み

を
繰
り
広
げ
て
い
る
為
に
、
世
界
的
に
見

て
も
極
め
て
多
様
な
自
然
現
象
を
持
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
が
日
本
人
の
心
身
の
多
様

性
へ
と
反
映
し
、
豊
か
な
感
情
と
身
体
の

特
色
を
養
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
う

し
た
日
本
の
自
然
の
多
様
性
が
、
多
く
の

海
外
の
方
々
が
日
本
を
訪
れ
て
く
れ
る
１

つ
の
大
き
な
魅
力
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ

で
は
そ
の
豊
饒
な
自
然
の
下
に
培
わ
れ
た

日
本
文
化
に
つ
い
て
以
下
で
話
さ
せ
て
頂

き
ま
す
。
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図８　日本語と英語の中の感情を表す言葉の数の違い

『大辞海』『オックスフォード
英語辞典』

英語
230〜240語

日本語
3000〜4000語

大修館書店で出版されている大漢
和辞典では、約 5 万字が記載され
ています。 日本で一般的に用いら
れる漢字は、常用漢字と人名用漢
字の合わせて、約 3000 字程度
1994 年に出版された『中華字海』
という辞典は、約８万 5000 とい
う収録漢字数

《雑学事典 31》

日本の中で画数の多い漢字

　　　　　　　　84 画

《雑学事典 32》

〈
Ⅱ
―
２
〉
多
様
で
豊
富
で
機
能
的
な
日
本
語
の
凄
さ

　

何
と
言
っ
て
も
、
そ
の
国
の
文
化
の
第

１
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
国
の
言
葉

で
す
。
そ
の
意
味
で
日
本
語
は
大
変
に
優

れ
た
言
語
と
言
え
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
日
本
語
が
ど
の
よ
う
に
優
れ

て
い
る
か
？
そ
れ
に
つ
い
て
語
り
ま
し
ょ

う
。

　

き
っ
と
多
く
の
日
本
人
は
余
り
自
分
の

喋
っ
て
い
る
言
葉
に
対
し
て
、
余
り
に
も
自

明
な
の
で
、
そ
れ
が
素
晴
ら
し
い
言
葉
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
に
は
関
心
を
お
持
ち
に
な

ら
な
い
事
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が

そ
れ
を
研
究
し
て
い
る
人
達
の
優
れ
た
仕
事

は
、
日
本
語
の
能
力
の
素
晴
ら
し
さ
を
次
の

よ
う
に
描
い
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

第
１
に
、
世
界
第
２
位
の
日
本
字
を
始

め
、
漢
字
を
使
え
る
の
で
語
彙
の
豊
富
さ

で
す
。
そ
し
て
私
の
友
人
の
東
大
の
光
吉

俊
二
氏
は
、
彼
の
ド
ク
タ
ー
論
文
を
書
く

時
に
、
日
本
語
と
英
語
の
辞
書
を
丹
念
に

調
べ
上
げ
て
、
そ
の
中
で
特
に
「
感
情
を

表
す
言
葉
」を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。

す
る
と
驚
く
事
に
圧
倒
的
な
差
が
あ
っ
た

の
で
す
。

　

と
い
う
結
果
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
そ

し
て
「
初
め
て
工
学
が
人
間
の
感
情
に
接

近
し
た
」
と
評
価
さ
れ
た
博
士
論
文
を
書

き
、
世
界
中
に
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
特
許

に
な
り
、大
変
な
利
権
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
大
変
な
金
持
ち
に
な

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
２
０
１
７

年
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
候
補
に
も
な
っ
た
の
で

す
。

　

第
２
に
、
日
本
語
は
人
間
の
感
情
を
表

す
言
葉
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
事
が
、

世
界
最
小
の
文
学
と
し
て
の
俳
句
を
生
み

出
し
た
大
き
な
１
つ
の
理
由
な
の
で
す
。

季
語
の
発
明
も
そ
の
内
の
一
つ
で
す
。
季

語
は
四
季
に
対
す
る
日
本
人
の
豊
か
な
心

象
風
景
を
象
徴
的
に
示
す
言
葉
な
の
で

す
。「
静
け
さ
や 

岩
に
し
み
入
る 

蝉
の

声
」
と
い
う
俳
句
を
考
え
て
見
る
と
、
そ

こ
に
は
無
機
の
静
寂
と
し
て
の
岩（
永
遠
）

と
、
有
機
の
躍
動
と
そ
の
は
か
な
さ
（
無

常
観
）
を
表
す
蝉
（
瞬
間
）
と
を
巧
み
に

組
み
合
わ
せ
、
素
晴
ら
し
い
哲
学
的
思
索

と
感
動
表
現
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で

す
。
そ
こ
に
は
、「
空
を
空
に
し
て
、
空

の
如
く
観
せ
ず
」
を
目
指
す
、
禅
的
な
精

神
の
流
れ
も
潜
ん
で
い
ま
す
。

　

第
３
と
し
て
、
私
が
Ｉ
Ｂ
Ｍ
社
の
顧
問

VS

の
Ｉ
Ｂ
Ｍ
社
の
ト
ッ
プ
は
、
ガ
ー
ス
ナ
氏

で
、
会
議
に
参
加
さ
れ
ま
し
た
。
鋭
く
深

い
か
つ
学
際
的
な
議
論
を
司
会
し
ま
し
た

が
、
そ
の
時
に
大
き
な
話
題
に
な
っ
た
の

は
、
図
9
で
示
し
た
よ
う
に
、「
人
間
と

機
械
と
し
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
が
対
話

す
る
に
は
何
が
必
要
か
」
と
い
う
事
で
し

た
。
既
に
皆
さ
ん
お
判
り
の
よ
う
に
、「
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
と
人
間
を
繋
ぐ
に
は
何
よ
り

も「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
デ
ィ
ア（
媒

体
）、
あ
る
い
は
ツ
ー
ル(

道
具)

と
し
て

の
言
葉
と
文
字
と
が
大
変
に
重
要
」
な
の

で
す
。
そ
の
視
点
か
ら
判
断
す
る
と
日
本

語
こ
そ
が
最
高
の
言
葉
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
？
判
り
ま
す

か
？
そ
れ
は
表
意
文
字
と
し
て
の
漢
字

（
ア
ナ
ロ
グ
）
と
、
表
音
文
字
と
し
て
の

平
仮
名
（
デ
ジ
タ
ル
）、
片
仮
名
（
デ
ジ

タ
ル
）
が
あ
り
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
も
使

を
し
て
い
る

時
に
、
様
々

な
科
学
者
＆

技
術
者
の
集

ま
っ
た
会
議

の
全
体
議
長

を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し

た
。
そ
の
時
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図９ 人間と機械の対話

え
る
し
、
数
字
も
ア
ラ
ビ
ア
数
字
も
ロ
ー

マ
数
字
も
、
和
数
字
も
用
い
る
事
が
出
来

る
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
に
マ
ン
マ
シ
ー

ン
シ
ス
テ
ム
の
媒
体
（
メ
デ
ィ
ア
）
を
１

番
豊
富
に
持
っ
て
い
る
の
が
日
本
語
で
あ

り
、
日
本
人
な
の
で
す
。

　

従
っ
て
ひ
と
り
ひ
と
り
が
自
ら
の
脳
の

中
で
、
多
様
な
概
念
世
界
を
繰
り
広
げ
ら

れ
る
能
力
が
高
い
の
で
す
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
の
事
が
日
本
人
が
物
理

学
を
得
意
と
す
る
一
因
に
な
っ
て
い
る
事

と
思
い
ま
す
。
何
故
な
ら
、
概
念
空
間
と

し
て
の
頭
の
中
が
、
実
に
豊
富
で
あ
る
と

共
に
、
あ
る
面
で
１
番
深
く
自
然
や
宇
宙

や
人
間
の
内
面
を
洞
察
し
易
い
言
葉
の
１

つ
な
の
で
す
。
人
の
心
を
最
も
深
く
観
察

し
考
え
て
き
て
い
る
仏
教
百
万
巻
の
書
の

中
に
は
、
湯
川
秀
樹
先
生
が
語
っ
て
お
ら

れ
る
よ
う
に
、
今
日
の
量
子
学
の
ベ
ー
ス

と
な
る
全
て
の
概
念
が
入
っ
て
い
る
の
だ

そ
う
で
す
。
例
え
ば
、
時
間
の
量
子
化
を

示
す
〝
刹
那
〟
と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
れ

は
時
間
を
量
子
的
に
捉
え
て
い
る
事
を
物

語
っ
て
い
ま
す
。
時
間
も
極
小
の
世
界
に

入
る
と
、
ぶ
つ
ぶ
つ
と
途
切
れ
て
る
と
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
に
日
本
人
の
感
情
に
し
て

も
、
自
然
現
象
の
名
前
に
し
て
も
、
言
葉

と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
日

本
の
自
然
そ
の
も
の
の
豊
か
さ
と
、
微
妙

さ
と
が
、
日
本
人
の
意
識
に
反
映
し
て
い

る
か
ら
な
の
で
す
。
そ
の
一
例
と
し
て
、

「
雨
の
降
り
方
」
の
名
詞
を
図
10
に
示
し

て
お
き
ま
し
た
。
何
と
も
多
く
を
名
詞
化

し
て
き
ま
し
た
。

　

第
４
と
し
て
、
日
本
語
は
外
国
語
を
と

て
も
取
り
込
み
易
い
言
葉
な
の

で
す
。
１
つ
は
片
仮
名
で
表
意

文
字
の
代
わ
り
が
出
来
ま
す

し
、
ま
た
動
詞
を
用
い
て
、〝
ラ

ン
（
ｒ
ｕ
ｎ
す
る
）〟
と
か
、

〝
メ
ー
ク
（
ｍ
ａ
ｋ
ｅ
す
る
）〟

と
い
う
よ
う
に
取
込
ん
で
し
ま

う
の
で
す
。

　

第
５
に
、
漢
字
を
用
い
る
の

で
、
表
意
文
字
で
す
か
ら
、
そ

い
製
品(

プ
ロ
ダ
ク
ツ)

を
生
み
出
し
て

い
く
能
力
を
宿
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

第
６
に
、
何
よ
り
も
日
本
に
は
江
戸
時

代
以
前
か
ら
蘭
学
が
入
り
、
江
戸
時
代
に

は
多
く
の
蘭
学
者
が
い
て
、
蘭
学
を
学
ぶ

為
の
辞
書
を
作
り
、更
に
明
治
維
新
以
降
、

「
追
い
付
け
、
追
い
越
せ
政
策
」
の
為
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
を
沢
山
翻
訳
し
、
そ

の
発
展
の
為
に
用
い
て
来
ま
し
た
。
更
に

第
２
次
大
戦
後
は
英
語
で
す
。
お
そ
ら
く

日
本
が
１
番
多
く
、
世
界
の
言
葉
を
翻
訳

し
て
、
そ
の
体
内
に
取
り
込
ん
で
き
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
故
に
日
本
で
は
自
国
語
の
み
で
教

育
が
出
来
る
世
界
唯
一
と
も
言
え
る
国
で

す
。
他
の
先
進
国
は
、
日
本
語
を
翻
訳
し

て
取
込
ん
で
い
な
い
の
で
、
そ
の
国
の
言

葉
の
み
で
教
育
が
可
能
と
は
言
え
な
い
の

で
す
。

　

何
故
な
ら
日
本
発
の
造
語
が
今
日
で
は

世
界
に
か
な
り
多
い
か
ら
で
す
。
漢
字
で

も
四
文
字
熟
語
の
多
く
は
日
本
製
な
の
で

す
。
例
え
ば
、〝
共
産
主
義
〟
も
日
本
語

で
す
。

　

い
か
に
日
本
人
が
日
本
の
自
然（
地
理
、

気
候
等
々
）
が
豊
か
で
、
そ
れ
を
い
か
に

豊
か
な
言
語
で
表
現
し
て
い
る
か
が
お
判

り
い
た
だ
け
ま
し
た
か
？

の
中
に
多
く
の
内
容
を
閉
じ
込
め
る
事
が

出
来
る
の
で
す
。
従
っ
て
１
つ
の
漢
字
の

読
み
方
は
多
く
な
り
ま
す
。
東
は
「
ひ
が

し
」、「
ト
ン
」、「
ア
ズ
マ
」、「
東
風
の
コ

チ
」
の
よ
う
で
す
。
こ
の
文
字
と
言
葉
が

多
様
で
あ
る
と
言
う
事
は
、
新
し
く
何
か

を
考
え
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
時
に
と
て

も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
今
日
の
日
本
人
は
ま
だ
世
界
に
、
先
駆

け
て
新
し
い
物
を
基
本
と
な
る
概
念
か
ら

考
え
出
す
と
い
う
事
に
は
余
り
習
熟
し
て

い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
技
術
一
番

手
国
に
な
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て

プ
ロ
ダ
ク
ト
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
が
、
プ

ロ
セ
ス
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
以
上
に
こ
れ

か
ら
は
必
要
だ
と
の
意
識
に
変
わ
っ
て
い

か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
日
本
人
は
そ

の
気
に
な
れ
ば
、
沢
山
の
日
本
発
の
新
し
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春雨：雨脚が細かく降る春の雨五月雨：陰暦の五月に降る長雨キツネの嫁入り：晴れているのに、
パラパラと気まぐれに降る雨

氷雨：凍るように冷たく、
みぞれや雪に変わる寸前の雨

霧雨：霧のように細かい
雨粒が降りかかる雨

　土砂降り：烈しい大粒の雨
※土砂を跳ね飛ばす位

図１０　雨の表現の仕方
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次
に
日
本
の
自
然
が
ど
の
よ
う
に
豊
か

か
に
つ
い
て
話
し
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

　

皆
さ
ん
は
、
生
態
系
（
エ
コ
ロ
ジ
ー
）

と
言
う
学
問
が
在
る
事
を
ご
存
知
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
の
学
問
は
、
ヘ
ビ
～
カ
エ
ル

～
ナ
メ
ク
ジ
の
三
角
関
係
の
よ
う
に
、
生

物
が
ど
う
い
う
相
互
関
係
、
即
ち
生
命
の

連
鎖
を
作
っ
て
１
つ
の
共
同
体
を
形
成
し

て
い
る
か
に
つ
い
て
研
究
す
る
学
問
で

す
。
こ
の
関
係
で
は
、
ヘ
ビ
が
カ
エ
ル
を

沢
山
食
べ
過
ぎ
る
と
、
自
分
達
の
食
物
が

な
く
な
る
と
同
時
に
逆
に
カ
エ
ル
を
嫌
う

ナ
メ
ク
ジ
が
増
え
、
生
活
し
に
く
く
な
っ

て
し
ま
う
の
で
す
。
ど
れ
も
が
同
じ
関
係

に
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
バ
ラ
ン
ス
が
良
く

な
い
と
ダ
メ
に
な
る
事
を
示
し
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
事
を
教
え
る
の
が
生
態
学

で
す
。

　

こ
の
生
態
系
の
教
え
る
〝
豊
か
な
生
態

系
〟
と
は
、
沢
山
の
生
物
が
お
互
い
に
密

接
な
関
係
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
形
成
し
て
、

群
れ
を
な
し
て
い
る
状
態
と
教
え
て
く
れ

ま
す
。
そ
の
定
義
か
ら
い
く
と
、
日
本
の

生
態
系
は
実
に
豊
か
な
生
態
系
な
の
で

日
本
は
と
て
も

微
生
物
や
植
物
が
育
ち
易
く
生
態
系
が
豊
か

〈
Ⅱ
―
３
〉

す
。
山
を
見
て
も
、
草
や
木
が
密
集
し
て

い
て
足
を
踏
み
入
れ
ら
れ
な
い
位
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
西
洋
の
多
く
の
森
は
、
木

の
間
を
馬
に
乗
っ
て
通
れ
る
よ
う
な
状
態

で
、
余
り
豊
か
と
は
言
え
ま
せ
ん
し
、
ロ

シ
ア
の
ツ
ン
ド
ラ
地
帯
で
は
、
巨
木
と
シ

ダ
の
類
の
み
の
極
め
て
単
純
な
も
の
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

何
故
、
日
本
の
生
態
系
が
豊
か
と
言
え

ば
、
生
命
体
が
生
き
て
い
く
の
に
都
合
の

良
い
温
帯
地
方
に
存
在
し
、
雨
量
が
年
間

１
８
０
０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
均
降
る
か
ら

で
す
。
し
か
も
水
が
列
島
内
を
素
早
く
循

環
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
こ
れ
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
７
０
０
～
８
０
０
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
に
比
べ
る
と
約
３
倍
く
ら
い
に

当
た
り
ま
す
。
し
か
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
河

川
は
、
大
河
が
多
く
、
ゆ
っ
た
り
と
し
か

流
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
、
ラ
イ
ン
川
、

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
川
の
よ
う
に
、
河
川
近

く
ま
で
住
宅
が
接
近
出
来
る
の
で
す
。
逆

に
日
本
の
川
は
河
川
敷
を
予
備
流
路
と
し

て
必
要
と
し
ま
す
の
で
、
河
川
近
く
は
住

宅
を
建
て
難
い
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
に
日
本
の
地
に
は
、
豊
か
な

生
態
系
が
出
来
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
は

微
生
物
も
豊
か
に
成
長
し
ま
す
。
こ
の
微

生
物
が
多
い
事
は
、
体
内
の
腸
内
フ
ロ
ー

ラ
だ
け
で
な
く
、
生
命
圏
全
体
と
し
て
も

微
生
物
が
多
く
い
る
事
が
重
要
な
の
で

す
。

　

と
こ
ろ
で
日
本
人
は
、
そ
う
し
た
繁
殖

し
易
い
微
生
物
と
巧
み
に
共
生
し
て
い
か

な
い
と
、
生
活
を
上
手
く
展
開
し
て
い
け

な
い
事
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。例
え
ば
、

食
中
毒
と
か
、
ア
レ
ル
ギ
ー
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
、
そ
の
為
に
日
本
人
は
微
生
物

と
の
共
生
活
用
を
巧
み
に
考
え
て
行
っ
て

き
た
民
族
と
言
え
る
の
で
す
。

　

そ
の
１
つ
が
、発
酵
と
い
う
技
術
で
す
。

確
か
に
昔
か
ら
有
名
な
日
本
の
学
者
の
多

く
は
、
微
生
物
関
連
の
学
者
達
で
し
た
。

〇 日本酒　
〇 泡盛
〇 焼酎　　　　
〇 酒粕（麹）
〇 味噌
〇 酢
〇 納豆
〇 醤油
〇 漬物

〇 鰹節　　　　　
〇 塩辛
〇 くさや
〇 寿司（なれ寿司）
〇 甘酒
〇 くずもち
〇 etc.

＜発酵の技術で出来る食品＞

ヨーロッパの森林 ロシアのツンドラ
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オリンピックの前に知っておこう〝日本の素晴らしさ〟

野口英世 ： 黄熱病
北里柴三郎 ： 血清療法
高峰譲吉 ：タカジアスターゼ  アドレナリン
志賀　潔 ： 赤痢
南方熊楠 ： 粘菌
浅川範彦 ： ジフテリア　破傷風
稲田龍吉 ： スピロヘータ
etc. 

＜日本の細菌学者＞

　

そ
し
て
今
日
で
は
、
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
の
発

見
で
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
京
都
大
学

の
山
中
教
授
を
始
め
、
こ
の
微
生
物
関
係

の
分
野
で
優
れ
た
功
績
を
残
し
て
い
る
日

本
人
の
生
物
学
者
が
沢
山
活
躍
し
て
世
界

に
貢
献
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
功
績
が

認
め
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
今
度
野
口

英
世
の
先
生
に
当
た
る
北
里
柴
三
郎
博
士

が
千
円
札
の
顔
に
な
り
ま
す
。

　

特
に
こ
れ
か
ら
地
球
上
の
人
口
が
70
数

億
人
か
ら
１
０
０
億
人
に
向
か
う
特
に
、

食
料
問
題
が
極
め
て
大
き
な
課
題
と
な
り

ま
す
が
、
東
京
農
業
大
学
名
誉
教
授
の
小

泉
武
夫
先
生
の
語
る
如
く
、
そ
こ
で
は
日

本
の
醸
造
技
術
が
大
き
な
貢
献
を
す
る
筈

で
す
。

北里　柴三郎 高峰　譲吉

稲田　龍吉南方　熊楠

志賀　潔

浅川　範彦

野口　英世


