
「
ダ
イ
オ
ウ
タ
ソ
ウ
ム
シ
」
　
―
自
分
を
知
ら
な
い
禍

　
ソ
ウ
ム
シ
科

　
危
険
度
：★

★
★
★
★

　
生
息
数
：★

★
☆
☆
☆

生
態

ダ
イ
オ
ウ
タ
ソ
ウ
ム
シ
は
ソ
ウ
ム
シ
科
の
中
で
も
最

大
の
大
き
さ
を
持
つ
種
で
あ
り
、
成
長
す
る
と
人

間
の
頭
部
ほ
ど
の
大
き
さ
に
な
る
。
憑
い
た
人
間

の
頭
に
乗
る
よ
う
に
憑
き
、
左
右
に
開
く
顎
を

使
っ
て
頭
部
か
ら
感
覚
を
摂
取
す
る
。
体
表
に
憑

く
ソ
ウ
ム
シ
科
と
し
て
は
珍
し
く
口
吻
を
備
え
て

お
ら
ず
、
頭
に
噛
り
付
く
よ
う
に
し
て
摂
取
行

動
を
と
る
。
こ
の
禍
が
摂
取
す
る
の
は
「
他
者
」
の

感
覚
で
あ
る
。
乳
児
期
の
人
間
に
し
か
憑
か
ず
、

憑
く
条
件
も
特
殊
な
た
め
個
体
数
は
少
な
い
が
、

そ
の
分
憑
い
て
し
ま
え
ば
最
も
対
処
の
難
し
い
禍

の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
シ
ュ
イ
ロ
シ
ュ
ソ
ウ

ム
シ
と
は
摂
取
す
る
感
覚
が
近
く
、
競
合
関
係
に

あ
る
。
ダ
イ
オ
ウ
タ
ソ
ウ
ム
シ
と
シ
ュ
イ
ロ
シ
ュ
ソ
ウ

ム
シ
の
両
方
が
同
じ
人
間
に
憑
い
た
と
い
う
例
は

報
告
が
な
い
。

解
説

他
者
と
い
う
感
覚
は
人
間
の
持
つ
感
覚
の
中
で
も

最
も
大
切
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
人
間
は
自
分

以
外
の
人
間
や
生
き
物
を
考
え
る
と
き
に
自
分

と
相
手
を
重
ね
て
か
ら
想
像
す
る
と
い
う
過
程

を
と
る
が
、
そ
れ
は
後
天
的
に
学
習
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
能
力
で
あ
る
。
そ
の
学
習
は
人

間
が
言
葉
を
覚
え
る
の
と
同
じ
よ
う
に
自
然
に

始
ま
る
も
の
で
、
狭
義
の
教
育
で
は
「
教
え
る
」
こ

と
さ
え
で
き
な
い
範
囲
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
学

習
は
ま
ず
「
母
親
」
を
認
識
し
、
そ
れ
か
ら
母
親

の
相
手
で
あ
る
「
自
分
」
、
そ
し
て
そ
の
ど
ち
ら
で

も
な
い
「
他
者
」
と
い
う
段
階
で
認
識
を
広
げ
る

と
い
う
方
法
で
学
習
さ
れ
る
。
ダ
イ
オ
ウ
タ
ソ
ウ

ム
シ
は
こ
の
「
他
者
」
の
感
覚
を
摂
取
し
、
完
全
に

失
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
イ
ロ
シ
ュ
ソ
ウ
ム
シ
に
憑

か
れ
た
人
間
も
最
終
的
に
は
「
他
者
」
の
感
覚
を

失
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
「
麻
痺
」
で
あ
る
の

に
対
し
、
ダ
イ
オ
ウ
タ
ソ
ウ
ム
シ
は
成
長
の
阻
害

に
よ
る
「
喪
失
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
へ
の
対
処
の
方

法
や
難
易
度
は
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
ま
た
ダ
イ

オ
ウ
タ
ソ
ウ
ム
シ
に
憑
か
れ
た
人
間
は
「
他
者
」
の

喪
失
に
よ
り
「
自
分
」
と
い
う
認
識
が
完
成
し
な

く
な
る
。
人
間
は
「
他
者
」
と
「
自
分
」
を
比
較
す

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
も
そ
も
「
自
分
と
は
何
な
の

か
？
」
と
い
う
疑
問
へ
た
ど
り
着
き
、
そ
の
疑
問
か

ら
の
思
慮
で
「
生
き
る
意
味
」
や
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
」
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
自
分
」

と
い
う
認
識
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
要

素
に
な
る
の
だ
。

対
処
法

こ
の
禍
は
乳
児
期
の
人
間
に
し
か
憑
か
な
い
。
こ

れ
は
「
母
親
」
と
い
う
認
識
が
形
成
さ
れ
る
時
期

と
一
致
し
て
お
り
、
ダ
イ
オ
ウ
タ
ソ
ウ
ム
シ
に
憑

か
れ
る
か
ど
う
か
は
こ
の
認
識
の
完
成
度
に
大
き

く
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
「
母
親
」

と
い
う
認
識
が
上
手
く
形
成
で
き
な
か
っ
た
人
間

が
こ
の
禍
に
憑
か
れ
や
す
い
の
だ
。
つ
ま
り
こ
の
禍

への
対
処
法
は
「
母
親
」
と
い
う
認
識
を
正
し
く
成

長
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

「
母
親
」
と
い
う
認
識
は
「
他
者
」
と
は
大
き
く
違

う
。
母
親
は
絶
対
に
「
敵
」
で
は
な
い
と
い
う
前
提

を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
元
々
「
他
者
」
へ
の

「
敵
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
恐
怖
」
を
持
っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
「
敵
」
と
い
う
感
覚
を
正
し
く
理
解

す
る
た
め
に
は
「
味
方
」
と
い
う
感
覚
が
必
要
で

あ
り
、
そ
れ
を
最
初
に
与
え
ら
れ
る
の
が
「
母
親
」

な
の
で
あ
る
。
「
味
方
」
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
「
敵
」

も
正
し
く
理
解
で
き
ず
、
本
能
的
に
感
じ
る
恐

怖
の
み
が
認
識
を
狂
わ
せ
、
「
敵
（
他
者
）
」
の
本

当
の
姿
を
見
え
な
く
す
る
の
だ
。

具
体
的
な
対
処
法
を
簡
単
に
言
え
ば
、
母
親
が

乳
児
の
「
敵
」
で
な
く
「
味
方
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
簡
単
に
言
え
ば
、
母
親
が
自
分
の
子
供
を

「
味
方
」
だ
と
常
に
思
い
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
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