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「
神
の
死
」
を
告
げ
た
ニ
ー
チ
ェ
の
予
言
は
、
お
そ
ら
く
彼
自
身

の
意
図
を
は
る
か
に
越
え
て
、
現
代
適
中
し
て
い
る
。
過
去
の
い

か
な
る
時
代
に
も
ま
し
て
、
そ
れ
は
根
深
く
、
は
ば
広
く
、
「
神

不
在
」
は
「
現
代
の
常
識
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
神
は
在
る
か
し
の

問
い
は
お
ろ
か
、
「
神
に
つ
い
て
」
の
需
表
は
み
あ
た
ら
ず
、
「
神

へ
」
の
語
り
か
け
も
す
く
な
い
。
「
由
な
し
の
宗
教
」
「
神
な
し
の

キ
リ
ス
ト
教
」
す
ら
生
ま
れ
る
。
本
書
の
著
者
の
み
な
ら
ず
、
現

代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
神
学
や
哲
学
が
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
あ

ら
た
め
て
「
神
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
自
己
反
省
的
に
中
心
的
課

題
と
し
て
い
る
こ
と
は
な
に
を
物
語
る
も
の
な
の
か
。
過
去
に
お

い
て
は
、
　
「
神
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
肯
定
に
し
ろ
否
定
に
し

ろ
、
共
通
の
理
解
の
場
が
あ
っ
た
し
、
あ
る
い
は
、
聖
ト
マ
ス
の

集
大
成
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
、
す
で
に
「
存
在
し
て
い
る

神
」
に
つ
い
て
の
論
争
で
し
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る

「
世
俗
化
」
さ
れ
た
現
代
は
、
い
か
に
キ
リ
ス
ト
者
が
、
「
自
分
が

理
解
し
、
信
じ
て
い
る
神
」
に
つ
い
て
人
び
と
に
語
り
か
け
よ
う

と
し
て
も
、
そ
れ
を
受
け
と
め
る
ア
ン
テ
ナ
は
な
い
。
「
こ
の
世
界

に
は
、
す
で
に
神
の
た
め
に
は
一
席
も
な
い
。
」
こ
う
し
た
現
代
の

状
況
は
、
啓
蒙
思
想
に
つ
ち
か
わ
れ
た
十
九
世
紀
的
な
合
理
主
義

の
申
し
子
で
あ
り
、
現
代
の
技
術
文
明
は
ま
た
そ
れ
を
さ
ら
に
か

り
た
て
る
。

　
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
第
一
の
啓
蒙
」
か
ら
「
第
二
の
啓
蒙
」
を

経
た
今
日
、
人
間
性
へ
の
無
条
件
的
な
儒
頼
に
対
す
る
反
省
や
、

科
学
技
術
的
進
歩
が
無
条
件
的
に
善
で
あ
る
と
は
さ
れ
ず
、
そ
こ

か
ら
生
ず
る
深
刻
な
不
安
も
現
代
を
特
色
づ
け
て
い
る
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
信
仰
を
人
び
と
に
伝
え
よ
う

と
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
一
方
、
「
神
」
と
い
う
こ
と
ば
で
、
自
分

は
「
何
し
を
理
解
し
、
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
か
、
と
い
う
反

省
と
、
他
方
、
現
代
人
が
「
不
安
」
と
し
て
経
験
し
て
い
る
こ
と

を
吟
味
し
、
人
間
学
的
な
閤
題
の
立
て
か
た
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
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て
、
「
神
」
に
つ
い
て
の
対
話
の
場
が
鮒
か
れ
て
は
こ
な
い
の
か
。

現
代
の
神
学
や
哲
学
の
中
心
的
課
題
の
ひ
と
つ
が
、
あ
ら
た
め
て

「
神
」
を
め
ぐ
る
問
い
に
あ
る
、
と
す
る
の
は
い
わ
れ
の
な
い
も
の

で
は
な
い
。

　
マ
チ
ア
ス
・
グ
リ
ュ
ー
ネ
ヴ
”
，
ル
ト
社
刊
の
v
d
昌
ω
Φ
吋
○
『
餌
ぴ
Φ
〉

五
巻
中
の
第
二
巻
と
し
て
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
今
日
的
理
解
」
の
た

め
に
書
か
れ
た
本
書
は
、
現
在
、
上
智
大
学
文
学
部
哲
学
科
で
宗

教
哲
学
を
講
じ
て
お
ら
れ
る
著
者
が
来
日
さ
れ
る
前
に
出
版
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
「
神
」
に
つ
い
て
の
哲
学
的
考
察
と
し
て
、
人

間
の
主
体
性
や
実
存
的
状
況
の
分
析
を
通
し
て
、
人
間
の
経
験
の

な
か
に
、
「
神
」
の
経
験
の
場
が
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
そ

れ
は
伝
統
的
な
「
神
存
在
の
証
明
」
で
は
な
い
が
、
経
験
は
証
明

よ
り
力
が
あ
る
、
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
。

　
現
代
人
は
、
き
わ
め
て
人
間
中
心
的
で
あ
り
、
人
間
の
経
験
を

重
ん
ず
る
。
神
や
宗
教
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
場
合
に
も
、
し

た
が
っ
て
、
伝
統
的
な
方
法
よ
り
も
、
人
間
の
経
験
に
根
を
お
ろ

し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
神
・
信
仰
・
宗
教
と
い
う
も

の
の
基
本
的
構
造
を
実
存
的
状
況
の
中
で
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
全
体
と
し
て
四
章
か
ら
成
る
本
書
の
第
一
章
は
、
「
宗
教
哲

学
的
な
問
い
」
と
し
て
、
現
代
の
精
神
状
況
を
述
べ
な
が
ら
、
そ

の
由
来
に
つ
い
て
歴
史
的
な
回
顧
を
与
え
つ
つ
、
宗
教
に
つ
い

て
の
現
代
ま
で
の
批
判
に
答
え
う
る
よ
う
な
神
の
認
識
の
合
理
性

を
、
方
法
的
論
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
章
は
、
「
神
の
呼
び

か
け
」
と
し
て
、
人
間
経
験
の
中
で
の
神
の
現
存
と
そ
の
合
理
的

な
認
識
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
人
間
学
的
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
第
三
章
で
は
、
宗
教
的
行
為
の
起
源
・
構
造
・

内
容
が
示
さ
れ
、
最
後
の
章
で
は
、
啓
示
と
の
か
か
わ
り
が
考
察

さ
れ
る
。
紙
数
の
関
係
上
、
・
現
代
、
岡
部
の
問
い
か
け
が
な
さ
れ

て
い
る
幾
つ
か
の
労
作
に
共
通
し
た
「
神
の
問
題
と
し
て
」
の

「
意
義
の
問
題
」
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
み
た
い
。

　
現
代
人
の
関
心
は
、
死
と
か
罪
と
か
の
実
存
的
不
安
か
ら
宗
教

へ
の
道
程
よ
り
以
上
に
、
個
々
人
の
生
存
や
歴
史
の
「
意
義
」
に

寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
妻
．
囚
霧
℃
Φ
ご
○
三
郎
げ
⑦
¢
ロ
山
○
①
の
。
江
。
窪
ρ

蛍
駄
μ
『
毒
類
σ
q
ヨ
傷
簿
○
鼠
β
び
Φ
斜
中
の
諸
論
、
ピ
．
ヒ
d
o
目
。
ω
の
諸

著
作
、
あ
る
い
は
ト
ζ
巳
け
ヨ
雪
嘉
日
滞
。
♂
σ
q
一
Φ
仙
2
鵠
。
ゑ
顕
爵
σ
q

な
ど
に
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
も
の
、
そ
し
て
、
彰
じ
ご
δ
。
げ
な
ど
の

マ
ル
キ
シ
ス
ト
と
の
対
話
の
場
を
開
い
て
い
る
も
の
も
、
「
意
義
」

を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
ら
う
。
団
．
o
o
お
昏
が
O
o
詳
①
ω
｛
鑓
び
q
①
ゲ
①
葺
①
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や
、
》
昏
Φ
雛
ヨ
蕊
中
興
♂
。
ゲ
し
σ
虫
目
臣
節
奪
の
中
で
述
べ
る
よ
う

に
、
あ
ら
ゆ
る
無
神
論
と
い
わ
れ
る
諸
説
の
根
底
に
は
、
現
実
の

玄
義
の
肯
定
が
あ
り
、
意
義
の
要
求
が
あ
る
。
本
書
の
著
老
も
、

「
経
験
に
お
け
る
神
の
現
存
」
の
中
で
、
「
実
存
的
経
験
」
と
し
て

の
「
意
義
」
の
発
見
と
「
神
」
と
の
出
会
い
を
強
調
す
る
。

　
入
聞
は
行
為
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
誰
に
も
、
生
涯
の
下
る
時
期
に
、
少
な
く
と
も
或
る
一
定
期

間
の
た
め
に
、
艮
常
的
な
他
の
諸
行
為
以
上
に
価
値
が
あ
る
（
少

な
く
と
も
そ
う
思
わ
れ
る
）
決
定
を
せ
ま
ら
れ
る
岐
路
に
立
つ
経
験

を
持
つ
。
い
わ
ゆ
る
「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
の
人
閥
に
と
っ

て
、
そ
の
決
定
は
、
自
己
の
世
界
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
は
、
自
己
町
並
の
生
存
の
意
義
に
つ
な
が
る
。
意
義
の
発

見
と
把
握
に
よ
っ
て
人
間
は
、
自
己
を
全
的
に
そ
の
中
で
充
足
さ

せ
う
る
し
、
反
対
に
意
義
の
経
験
の
な
い
場
合
に
は
、
実
存
の
空

虚
さ
の
み
が
残
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
意
義
」
な
る
も
の
は
、

単
な
る
道
徳
法
の
命
令
に
し
た
が
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
さ

れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
「
べ
き
」
こ
と
を
も
包
含
し
て
は
い

る
が
、
む
し
ろ
或
る
「
声
」
に
向
け
て
自
己
を
決
断
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
味
わ
う
「
こ
れ
で
よ
い
」
と
い
う
安
心
感
と
充
足
感
を

伴
っ
た
、
何
か
し
ら
「
人
格
的
」
な
出
会
い
の
経
験
で
あ
る
。
そ

し
て
、
　
一
度
こ
の
「
意
義
」
を
経
験
し
、
そ
れ
が
自
己
の
中
心
に

据
え
ら
れ
る
と
き
、
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
が
そ
の
中
で
統
一
さ
れ
、
あ

ら
ゆ
る
行
為
が
、
そ
の
「
意
義
」
の
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
あ
ら

ゆ
る
行
為
が
、
そ
の
「
意
義
扁
か
ら
価
値
づ
け
ら
れ
て
く
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
か
ら
の
道
程
に
、
い
か
な
る
困
難
が
あ
ら
う
と
も
耐

え
抜
こ
う
と
す
る
態
度
も
附
随
し
て
く
る
。
そ
れ
は
、
幸
福
・
希

望
・
愛
と
い
う
こ
と
ば
で
も
表
現
し
う
る
よ
う
な
経
験
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
人
聞
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
は
種
々
あ
る
。
そ
れ
ら

の
中
で
、
人
間
は
、
自
己
に
可
能
な
諸
善
の
う
ち
か
ら
、
ひ
と
つ

を
選
択
し
決
定
し
て
行
く
。
そ
の
こ
と
は
、
「
意
義
」
と
呼
ば
れ
た

「
自
己
の
中
心
」
の
選
択
・
決
定
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
「
意
義
翫
も
、
そ
の
人
間
に
と
っ
て
可
能
な
諸
善
、
あ
る
い

は
諸
意
義
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
ず
、
お
か
れ
た
諸
状
況
の
ひ
と
つ
に

す
ぎ
な
い
。
　
、
そ
の
意
義
」
の
み
が
、
唯
一
の
、
あ
る
い
は
特
殊

な
可
能
性
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
「
そ
の

意
義
扁
を
も
た
ら
す
状
況
や
行
為
も
、
他
の
多
く
も
の
と
と
も
に

あ
っ
た
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
「
選
び
と
ら
れ
た
意
義
」
に
は
、
な
に
か
し
ら
「
絶
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対
的
」
な
性
格
が
経
験
さ
れ
る
。
　
つ
ま
り
、
「
意
義
扁
は
、
具
体

的
な
諸
可
能
性
の
中
で
、
そ
し
て
そ
の
中
で
し
か
経
験
さ
れ
な
い

が
、
「
意
義
」
自
体
は
、
諸
可
能
性
、
諸
状
況
自
体
で
は
な
い
。

「
意
義
偏
の
「
絶
対
性
」
　
は
、
　
「
超
越
性
」
の
経
験
に
つ
な
が
っ

て
く
る
。
お
か
れ
た
状
況
の
な
か
で
、
自
己
超
越
し
よ
う
と
す
る

と
き
に
経
験
さ
れ
る
こ
の
「
意
義
し
は
ま
た
、
そ
の
状
況
の
中
に

あ
っ
て
、
そ
の
状
況
へ
と
招
き
寄
せ
、
そ
の
状
況
へ
と
決
．
断
を
う

な
が
す
よ
う
な
、
「
人
格
的
な
繊
会
い
」
の
経
験
で
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
実
存
経
験
と
し
て
の
「
意
義
」
こ
そ

が
、
宗
教
家
が
「
神
㎏
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
ら
わ
し
て
来
た
現
実

で
あ
る
、
と
著
者
は
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
意
義
を
経
験
し

て
い
る
も
の
は
、
神
を
経
験
し
て
い
る
。
」
も
ち
ろ
ん
、
「
意
茂
」

の
持
つ
「
絶
対
性
扁
、
「
超
越
性
扁
、
門
人
格
性
」
に
は
さ
ら
に
合
理

的
な
論
証
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
、
単
な
る
推

理
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
（
．
あ
点
に
つ
い
て
は
、
第
一

章
参
照
）
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
意
義
扁
が
実
存
の
経
験
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
何
び
と
も
異
論
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
意
義
経
験

の
全
く
な
い
場
合
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
、
と
著
者
は
問
い
か
け
て

い
る
。
そ
れ
に
は
、
実
存
の
さ
ら
に
深
い
分
析
が
必
要
で
あ
る
。

人
闘
に
は
、
い
か
な
る
状
況
に
あ
っ
て
も
、
現
実
に
は
ひ
と
つ
の

意
義
が
あ
る
と
い
う
先
験
的
な
認
識
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
人
間

に
は
、
如
何
な
る
場
合
に
も
、
意
義
へ
の
要
求
が
あ
る
。
個
人
的

な
状
況
で
あ
れ
、
歴
史
的
な
状
況
で
あ
れ
、
（
芝
・
囲
器
唱
興
は
、
こ

の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
）
人
間
に
は
、
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

》
∪
Φ
き
○
。
冥
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
つ
も
人
望
の
状
況
の
中
に

あ
っ
て
、
状
況
へ
と
決
断
を
う
な
が
し
、
呼
び
か
け
、
招
き
寄
せ

る
「
声
」
と
し
て
、
人
間
の
実
存
に
先
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

人
間
の
側
か
ら
は
、
意
義
へ
の
要
求
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
だ
か

ら
、
「
意
義
」
が
「
意
義
」
と
し
て
経
験
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
何

ら
か
の
か
た
ち
で
、
そ
れ
は
実
存
と
と
も
に
あ
る
。
そ
し
て
、
お

そ
ら
く
「
意
義
」
の
明
白
な
把
握
は
、
実
存
の
主
体
的
な
決
断
に

か
か
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
ら
う
。

　
「
意
義
の
問
題
」
が
「
神
の
問
題
」
で
あ
る
と
す
る
著
者
や
そ
の

他
の
人
び
と
に
は
、
先
験
的
方
法
と
い
う
ひ
と
つ
の
立
場
が
あ
る

で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
、
少
な
い
ペ
ー
ジ
の
本
書
で
は
充
分
に
扱
い

得
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
囚
．
菊
接
コ
Φ
お
旨
じ
d
■
ピ
。
貰
団
・

O
o
話
チ
の
よ
う
な
人
び
と
の
労
作
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ

れ
は
ま
た
、
本
潜
の
第
四
章
に
お
け
る
「
啓
示
」
へ
の
人
闇
の
要
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求
の
閻
題
と
し
て
扱
か
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
著
者
の
い

わ
ゆ
る
「
宗
教
哲
学
」
が
完
成
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
本
書
は
、
　
＝
一
〇
頁
と
い
う
短
か
い
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
現

代
に
お
け
る
宗
教
暫
学
の
方
向
を
示
す
も
の
と
し
て
貴
重
な
も
の

で
あ
ら
う
。
ス
コ
ラ
神
学
、
哲
学
と
い
う
分
野
で
の
労
作
と
し
て
、

先
験
的
方
法
や
存
在
論
に
つ
い
て
の
知
識
を
前
提
に
し
な
が
ら
一

読
に
あ
た
い
す
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
論
調
に
は
、
カ
ト
リ

ッ
ク
神
学
、
第
二
十
よ
欝
写
に
、
ペ
レ
ス
岬
綿
が
三
田
評
を
寄
せ
ら
れ
た

　
U
ざ
8
円
讐
冨
N
o
⇒
島
。
質
N
餌
¢
憎
玉
器
騨
¢
搾
N
¢
ヨ
○
¢
3
ρ
　
○
⑦
璽

　
ノ
さ
一
紅
ヨ
傷
賃
》
誉
ヨ
○
℃
9
0
α
q
謬
鎧
コ
傷
ζ
醇
碧
プ
葦
貯
侮
①
伍

　
嚇
ゲ
。
∋
霧
く
9
μ
レ
ρ
鼠
p
　
竃
自
零
冨
附
回
9
し
d
銭
象
ヨ
§
ω
｝
8
二
①
σ
q

　
〈
2
㌶
σ
q
”
巳
置
〉
戯
に
も
℃
．

が
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
野
　
亘
）

昭
和
四
十
七
年
度
行
事
報
告

○
第
十
［
回
大
会
　
　
七
月
十
貝
　
於
・
北
海
海
大
学

理
事
会

総
　
　
　
会

昭
和
閣
十
七
年
度
行
事
、
会
註
、
会
計
監
査
報
告
を
承
認

決
議
外
項

　
一
、
新
役
員
と
し
て
次
の
各
氏
を
選
出
。

　
　
　
　
　
　
　
’
、
1
　
　
　
、
’
艶

〔
会

〔
会
計
監
査
〕

〔
理
　
　
事
〕

得
、

磁
沢

武
入
　x

二｛．：

屋

↓：髪

．行

麿
　x

植
木
算

卜撃雄
　　　　N

近
野

1．i

．一一 o

白

井
暢
明
　／

111

崎
保
興

大畑
h井

　　　E：．

4斤　閲コ
1、「　　」＿＿雨

　li　N

加担
　　　沢

邦

雄郎
　li　N

佐
藤
R
吉
　ts

原
武
夫
　1

耕
藤
’lil’

x

宇
野
：光

雄
　x

海彩
老i｝

沢

淺穏
．ILI

二
、
公
開
講
演
会
は
来
ロ
マ
了
定
の
H
・
コ
ッ
ク
ス
氏
を
講
瞬
と
し
て
招
く

　
こ
と
の
可
能
性
を
打
診
す
る
。

三
、
次
期
大
会
は
七
月
十
六
目
（
月
）
、
酪
農
学
鴎
火
学
に
お
い
て
行
な
う

　
予
定
と
す
る
。

四
、
「
甚
寂
H
教
学
」
第
八
号
の
編
集
委
鼓
と
し
て
次
の
各
氏
を
選
出
。

　
浅
井
蕉
三
、
荒
川
関
巧
、
宇
野
光
雄
、
大
山
綱
夫
、
加
藤
邦
雄
、
近
野

　
…
旦
、
白
井
暢
明
、
菅
沼
災
二
、
滝
沢
武
人
、
土
屋
博
、
山
崎
保
興

鴛
、
晦
木
学
会
会
長
・
中
田
川
秀
恭
氏
の
木
・
学
会
の
網
…
設
並
び
に
そ
の
後
の

　
御
鮫
献
…
に
対
し
、
「
名
誉
会
長
」
の
称
号
を
贈
る
こ
と
が
決
建
瀞
．
、
れ
た
。
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