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自
分
の
入
れ
歯
を
眺
め
る
と
、
肉
食
獣
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

る
犬
歯
は
退
化
し
て
門
歯
並
み
に
な
り
、
奥
に
頑
丈
な
臼

歯
が
並
ん
で
い
る
。
つ
く
づ
く
人
間
の
本
性
は
平
和
な
草
食

獣
だ
と
想
い
知
ら
さ
れ
る
。
ア
フ
リ
カ
の
牧
畜
民
の
生
業
地

帯
―
表
土
が
浅
く
て
農
耕
に
適
し
な
い
―
を
旅
行
し
て
い

る
時
、
便
意
を
催
し
た
の
で
草
む
ら
の
中
の
空
き
地
を
選
ん

で
、
ズ
ボ
ン
を
下
ろ
し
て
か
が
ん
で
い
る
と
、
案
内
人
が
や
っ

て
来
て
、
ラ
イ
オ
ン
に
襲
わ
れ
る
か
ら
、
見
晴
ら
し
の
い
い
岩

の
上
で
用
を
足
せ
と
忠
告
し
た
。
こ
の
と
き
、
自
分
も
ラ
イ

オ
ン
に
と
って
は
餌
の
一
種
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
痛
感
し
た
。 

 

草
食
獣
に
し
て
も
肉
食
獣
に
し
て
も
他
の
生
き
物
を
食

べ
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
。
「
植
物
は
殺
生
し
な
い
で
生

き
て
い
け
る
か
ら
幸
せ
だ
。
」
こ
う
言
う
と
「
食
虫
植
物
が
あ

る
で
は
な
い
か
」
と
反
論
す
る
人
が
い
た
。
だ
が
、
特
殊
事
例

で
一
般
法
則
の
否
定
は
で
き
ぬ
。 

人
間
は
、
食
糧
を
自
ら
が
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
、 

そ
の
結
果
と
し
て
文
化
を
創
った
の
で
あ
る
。
そ
の
中 

 

   

か
。
こ
こ
か
ら
本
能
剥
き
だ
し
の
欲
望
を
制
御
す
る
と
こ
ろ

の
倫
理
・道
徳
が
生
ま
れ
た
。 

ど
の
民
族
で
も
固
有
の
宗
教
を
持
ち
、
そ
の
初
発
形
態
の

多
く
は
超
能
力
へ
の
畏
敬
と
自
然
崇
拝
で
あ
って
、
ア
ニ
ミ
ズ

ム
で
あ
り
、
多
神
教
で
あ
る
。
食
糧
生
産
力
の
向
上
は
都
市

の
発
生
を
促
し
た
の
で
あ
る
が
、
市
民
の
行
動
を
律
す
る
た

め
に
は
王
権
を
必
要
と
し
た
。
こ
の
王
権
は
武
力
と
宗
教
で

支
持
さ
れ
た
。
宗
教
を
司
る
神
官
は
呪
術
・
祈
祷
に
よ
っ
て

王
権
に
奉
仕
し
、
自
ら
の
地
位
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
が
、

神
官
集
団
を
束
ね
る
た
め
に
は
共
通
神
が
必
要
で
あ
った
。

こ
の
よ
う
な
訳
で
宗
教
は
多
神
教
か
ら
一
神
教
化
へ
と
変

容
の
道
程
を
た
ど
る
と
私
は
考
察
す
る
。 

や
が
て
、
呪
術
的
宗
教
は
、
人
間
の
理
性
に
訴
え
る
と
こ

ろ
の
理
性
宗
教
の
出
現
で
飛
躍
す
る
。
そ
の
魁
（さ
き
が
け
）

が
釈
尊
の
教
え
で
あ
る
。 

周
知
の
と
お
り
、
古
代
イ
ン
ド
で
は
バ
ラ
モ
ン
教
と
そ
の
司

祭
者
で
あ
る
バ
ラ
モ
ン
が
絶
大
な
権
力
を
握
って
、
そ
の
呪
術

力
を
競
った
。
こ
の
状
況
の
も
と
で
、
呪
術
に
頼
ら
な
い
―
神

へ
の
救
済
を
求
め
な
い
―
で
自
力
に
よ
っ
て
我
執
を
制
す
る

法
を
説
き
、
解
脱
に
至
る
道
を
示
し
た
の
が
釈
尊
の
教
え

で
あ
った
。 

釈
尊
は
信
仰
の
拠
り
所
を
「自
ら
を
島
と
し
、
自
ら
を
た

よ
り
と
し
て
、
他
の
も
の
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
せ
ず
に
あ
れ
。
」

法
（
真
実
）
を
求
め
る
こ
と
は
自
ら
が
正
し
く
生
き
る
こ
と

で
実
現
さ
れ
る
、
と
し
た
。
こ
こ
に
は
呪
術
や
祈
祷
の
入
り

こ
む
余
地
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
人
間
の
理
性
に
訴
え
か
け

て
い
る
の
だ
。
そ
の
透
徹
し
た
平
等
論
と
慈
悲
の
教
え
は
、
バ

ラ
モ
ン
教
に
よ
る
身
分
差
別
の
桎
梏
に
苦
し
む
人
々
の
心

を
つ
か
ん
だ
。 

し
か
し
、
釈
尊
の
教
え
を
実
行
す
る
に
は
家
族
を
捨
て

て
出
家
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
出
家
者
集
団
の
生
活

を
支
え
る
の
が
在
家
俗
衆
に
よ
る
布
施
・
寄
進
で
あ
る
。
ま

た
、
出
家
者
集
団
の
行
動
を
戒
め
る
の
が
戒
律
で
あ
り
、
そ

の
第
一
が
「不
殺
生
戒
」だ
。 

そ
の
後
、
在
家
信
者
に
も
戒
律
の
遵
守
が
要
請
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
土
壌
生
物
の
棲
む
農
地
を
耕
す
農
民
に
は

不
殺
生
戒
を
守
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
戒
律
遵
守
は
出
家

に
し
て
初
め
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
が
、
「
不
殺
生
戒
は
守

れ
な
い
、
米
で
も
麦
で
も
生
き
物
だ
」
、
と
公
言
し
て
憚
ら

な
い
浅
は
か
な
日
本
の
僧
侶
も
い
る
。 

自
然
界
の
動
物
は
、
「種
が
同
じ
も
の
を
食
物
と
し
な
い
」

と
い
う
種
内
に
お
け
る
不
殺
生
戒
を
確
立
し
て
い
る
。
領
土

と
工
業
資
源
の
た
め
に
戦
争
で
血
を
流
す
の
は
、
万
物
の
霊

長
と
自
称
す
る
人
間
だ
け
だ
。
人
間
も
他
の
動
物
並
み
に

同
種
で
あ
る
人
類
を
殺
す
の
を
止
め
よ
う
で
は
な
い
か
。
平

和
の
基
礎
は
食
糧
自
給
で
あ
る
。
こ
の
実
現
を
理
性
的
に

考
え
て
み
よ
う
。 
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で
筆
頭
に
挙
げ
る
べ
き
は
宗
教
の
創
出
で
は
な
か
ろ
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