
「
マ
ダ
ラ
タ
ガ
イ
ゾ
ナ
」
　
―
議
論
で
き
な
い
禍

　
イ
ゾ
ナ
科

　
危
険
度
：★

★
★
☆
☆

　
生
息
数
：★

★
★
★
☆

生
態

マ
ダ
ラ
タ
ガ
イ
ゾ
ナ
は
イ
ゾ
ナ
科
の
中
で
も
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
な
種
の
一
つ
で
、
首
か
ら
上
の
皮
下
組
織
に

憑
く
禍
で
あ
る
。
憑
か
れ
た
箇
所
に
は
褐
色
の
斑

点
が
浮
き
出
す
が
、
頭
皮
に
憑
い
た
場
合
は
目
視

に
よ
る
発
見
が
遅
れ
や
す
い
の
も
特
徴
の
一
つ
で

あ
る
。
こ
の
禍
は
血
管
内
に
自
ら
の
体
組
織
の
一

部
を
根
の
よ
う
に
伸
ば
し
、
脳
へ
直
接
繋
が
る
こ

と
に
よ
り
人
間
の
「
協
調
」
の
感
覚
を
摂
取
す
る
。

血
液
を
利
用
し
な
い
こ
と
や
そ
の
体
組
織
の
特
徴
、

内
臓
と
見
ら
れ
る
器
官
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、

菌
類
寄
り
の
生
態
を
持
つ
禍
と
し
て
し
ば
し
ば
禍

の
進
化
を
語
る
上
で
名
前
の
あ
が
る
禍
で
も
あ
る
。

現
在
で
は
菌
類
か
ら
進
化
し
た
と
い
う
よ
り
、
進

化
の
過
程
で
菌
類
に
似
た
生
態
を
獲
得
し
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
説
が
有
力
と
さ
れ
て
い
る
。

解
説

協
調
の
感
覚
は
「
他
者
」
の
感
覚
に
も
密
接
に
関

わ
っ
て
く
る
も
の
で
、
敵
で
も
味
方
で
も
な
い
人
間

に
対
す
る
感
覚
で
あ
る
。
意
見
や
利
害
が
ぶ
つ

か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
一
致
し
て
い
る
わ
け

で
も
な
い
状
態
に
お
い
て
、
人
間
は
両
者
の
共
通

点
や
相
違
点
、
目
的
な
ど
を
総
合
的
に
判
断
し

て
ベ
タ
ー
な
妥
協
点
を
探
る
と
い
う
行
動
を
取
る
。

こ
れ
が
顕
著
に
行
わ
れ
る
の
が
「
議
論
」
の
場
で
あ

り
、
マ
ダ
ラ
タ
ガ
イ
ゾ
ナ
に
憑
か
れ
た
人
間
は
こ
の

場
に
お
い
て
特
に
異
常
性
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。

議
論
の
場
で
こ
の
禍
に
憑
か
れ
た
人
間
は
ま
ず

真
っ
先
に
自
分
の
利
益
を
守
る
行
動
を
取
る
。

相
手
の
意
見
が
自
分
に
ど
の
程
度
の
不
利
益
を

も
た
ら
す
か
、
と
い
う
点
を
理
解
し
な
い
た
め
に

必
要
以
上
の
否
定
や
攻
撃
、
防
御
を
行
い
、
ま
た

共
通
点
も
理
解
し
な
い
た
め
に
新
た
な
協
力
関

係
に
よ
る
利
益
を
生
み
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
。

議
論
と
は
大
ま
か
に
言
え
ば
協
力
関
係
を
結
ぶ

た
め
の
行
為
で
あ
る
。
味
方
同
士
で
な
く
て
も
利

害
や
目
的
の
一
致
し
て
い
る
部
分
で
は
協
力
し
、

ま
た
お
互
い
が
抱
え
て
い
る
問
題
を
「
お
互
い
の
力

で
」
解
決
す
る
場
で
あ
る
。
討
論
や
対
話
も
基
本

は
同
じ
で
、
こ
の
禍
に
憑
か
れ
た
人
間
が
目
指
す

よ
う
な
「
自
己
防
衛
」
や
「
排
他
」
で
は
結
局
何
の

意
味
も
な
い
罵
り
あ
い
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。

こ
の
禍
に
憑
か
れ
た
人
間
は
意
見
が
完
全
に
一

致
し
た
味
方
同
士
以
外
の
全
て
の
人
間
関
係
で

上
記
の
よ
う
な
無
意
味
な
軋
轢
を
生
む
こ
と
に

な
る
。
完
全
な
味
方
同
士
と
い
う
存
在
し
な
い
関

係
性
を
追
い
求
め
、
裏
切
ら
れ
た
と
思
い
相
手
を

攻
撃
し
、
ま
た
次
の
味
方
を
探
す
と
い
う
繰
り
返

し
の
人
生
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

対
処
法

協
調
と
い
う
感
覚
は
後
天
的
な
も
の
で
あ
り
、
マ

ダ
ラ
タ
ガ
イ
ゾ
ナ
に
憑
か
れ
る
の
は
そ
の
感
覚
の

成
長
が
十
分
で
な
い
場
合
で
あ
る
。
よ
っ
て
協
調

の
感
覚
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
対
処
法
と
な
る

が
、
こ
の
感
覚
は
大
人
に
な
っ
て
か
ら
は
外
か
ら
の

働
き
か
け
で
は
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
感
覚

で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
協
調
の
感

覚
が
未
発
達
で
も
、
「
敵
」
や
「
味
方
」の
感
覚
さ

え
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
こ
の
「
協
調
」
の
感
覚
は
自

ら
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
敵
で
も
味
方
で

も
な
い
」
と
い
う
存
在
を
想
像
し
、
そ
の
実
態
を

観
察
し
な
が
ら
想
像
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
で
、

そ
の
存
在
が
確
か
な
も
の
と
認
識
で
き
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
そ
れ
に
対
し
て
自

分
の
取
る
べ
き
行
動
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。
そ
の
思
考
回
路
こ
そ
が
「
協
調
」
の
感

覚
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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