
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
始
ま
っ
て
、
は
や
三
ヶ
月

が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
い
ま
だ
に
多
く
の
人
命
が
失
わ

れ
、
街
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
心
を
痛
め
る
ば
か
り
で
す
。 

 

曹
洞
宗
も
、
総
長
に
よ
る
談
話
を
公
式
に
発
表
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
こ
で
は
、 

 

す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
と
っ
て
、
命
は
等
し 

 

く
尊
く
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
国
の
威
厳 

 

や
国
益
、
主
義
主
張
な
ど
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
も
「
殺 

 

し
て
も
よ
い
命
」
や
「
殺
さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
命
」
は
存 

 

在
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
誰
一
人
と
し
て
平
穏
な
生
活
が
奪
わ 

 

れ
、
家
や
財
産
を
失
い
、
居
住
す
る
場
所
を
追
わ
れ
る
こ
と 

 

も
許
容
さ
れ
ま
せ
ん
。 

  
 

曹
洞
宗
は
「
自
も
他
も
傷
つ
け
な
い
」
と
い
う
立
場
を
貫 

 

き
、
戦
争
の
遂
行
や
暴
力
・
破
壊
へ
の
誘
因
に
結
び
つ
く
思 

 

想
や
社
会
行
動
に
同
意
し
な
い
と
い
う
「
非
戦
」
の
立
場
を 

さ 

ん 

が 
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堅
持
し
ま
す
。
そ
し
て
、
過
去
に
体
験
し
た
戦
争
の
悲
惨
さ 

を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
智
慧
と
、
い
の
ち
の
尊
さ
を
自
覚 

 

し
あ
う
慈
悲
に
よ
っ
て
、
世
界
平
和
の
実
現
が
叶
う
と
信
じ 

 

て
い
ま
す
。 

 

と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。 

（
全
文
は
曹
洞
宗
公
式
サ
イ
ト
で
ご
覧
頂
け
ま
す
） 

 

平
和
と
は
、
お
そ
ら
く
「
こ
う
な
れ
ば
ゴ
ー
ル
」
と
い
う
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
い
つ
も
平
和
で
あ
り
た
い
と
願
い

つ
づ
け
る
と
こ
ろ
に
、
現
れ
て
く
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
油
断

す
る
と
消
え
て
し
ま
う
、
儚
い
も
の
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 

平
和
を
お
び
や
か
す
も
の
の
ひ
と
つ
に
、 

憎
し
み
が
あ
り
ま
す
。
憎
し
み
は
自
分
を 

む
し
ば
む
も
の
で
す
。
そ
ん
な
憎
し
み
に
、 

自
分
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
奪
わ
れ
て
し
ま
わ 

な
い
よ
う
に
、
毎
日
、
平
和
へ
の
願
い
を
、 

忘
れ
な
い
で
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 



七
月
八
日
「
お
盆
法
要
」
に
つ
い
て 

午
前
十
時
よ
り
、
小
人
数
の
和
尚
さ
ま
方
と
と
も
に
、
い
つ
も

の
施
食
会
法
要
の
み
を
お
つ
と
め
す
る
予
定
で
す
。 

 

当
日
は
薬
師
堂
の
扉
も
開
け
ま
す
。
ぜ
ひ
お
参
り
下
さ
い
。 

「
お
盆
の
棚
経
」
に
つ
い
て 

昨
年
と
お
な
じ
形
で
、
お
参
り
す
る
予
定
で
す
。 

 

棚
経
に
お
伺
い
し
て
い
る
方
の
と
こ
ろ
に
は
、
こ
の
お
便
り
に

「
棚
経
の
ご
案
内
」
を
同
封
し
て
い
ま
す
。
ご
確
認
の
ほ
ど
、
ど

う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
淀
近
辺
の
方
に
は
同
封
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
い
つ
も

の
日
程
で
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。
ご
不
明
な
場
合
は
、
遠
慮
な
く

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

「
団
参
」
に
つ
い
て 

今
年
は
十
一
月
十
六
日
（
水
）
に
、
日
帰
り
の 

日
程
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

行
き
先
は
検
討
中
で
す
。
決
ま
り
ま
し
た
ら
、 

あ
ら
た
め
て
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。
楽
し
み
に
お 

待
ち
く
だ
さ
い
ま
せ
。 

さ
る
五
月
六
日
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
二
度
の
延
期
を
へ
て
、
守

口
市
の
お
寺
で
お
こ
な
わ
れ
た
晋
山
式
に
お
い
て
、
住
職
の
子
侑

亮
（
ゆ
う
り
ょ
う
）
が
「
首
座
（
し
ゅ
そ
）
」
と
い
う
大
役
を
つ
と

め
ま
し
た
。
本
人
は
、
ま
だ
大
本
山
永
平
寺
で
修
行
中
の
身
で
あ

り
、
と
く
べ
つ
に
外
出
を
許
可
さ
れ
て
こ
の
日
に
臨
み
ま
し
た
。 

 

首
座
は
、
晋
山
式
を
お
こ
な
う
新
住
職
に
代
わ
っ
て
教
え
を
説

く
と
い
う
、
重
要
な
役
目
を
負
う
も
の
で
す
。
曹
洞
宗
で
は
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
お
坊
さ
ん
の
階
段
を
一
歩
昇
り
ま
す
。 

  

法
要
の
中
で
は
、
つ
ね
に
自
分
が
先
頭
で
動
き
出
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
り
、
大
き
な
声
で
禅
問
答
を
交
わ
し
た
り
と
、
覚

え
る
こ
と
が
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
緊
張
す
る
舞
台
で
あ
り
ま

す
が
、
ま
わ
り
の
人
た
ち
に
も
助
け
ら
れ
、
ぶ
じ
に
終
わ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。 

 

と
は
い
え
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
、
学
ん
で
い
く
こ
と
ば
か
り

で
す
。
こ
れ
か
ら
の
成
長
を
、
ど
う
か
見
守
っ
て
や
っ
て
下
さ
い
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横にして掲げているのは、

「竹篦（しっぺい）」という

法具です。  

これを持って禅問答に挑む

のは、一生に一度だけです。 
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