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　「
随
處
作
主
」　
　
　
　
筆
　
妙
心
寺
管
長
　
山
田
無
文
老
大
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
明
治
三
十
三
年
〜
昭
和
六
十
三
年
）

　
本
年
度
の
推
進
テ
ー
マ
で
も
あ
る
こ
の
言

葉
は
『
臨
済
録
』
が
出
典
で
す
。
臨
済
禅
師

（
？
〜
８
６
７
）
は
弘
法
大
師
（
７
７
４
〜
８

３
５
）
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
で
す
が
、
空
海

の
入
唐
後
（
８
０
４
〜
８
０
６
）、
会
昌
の

廃
仏
（
８
４
２
）
で
寺
院
や
経
典
は
焼
か
れ

ま
す
。
そ
の
後
に
台
頭
し
た
の
が
経
典
に
依

ら
な
い
禅
宗
で
し
た
。
随
処
作
主
と
は
自
ら

を
拠
り
所
と
す
る
禅
の
教
え
で
す
。

    

ず
い
し
ょ  

さ
　
し
ゅ

　
先
月
お
知
ら
せ
し
た
實
相
寺
の
北
側
の
道
路

拡
幅
工
事
で
す
が
、
ご
覧
の
よ
う
に
現
在
は
未

舗
装
な
が
ら
用
水
路
の
移
設
も
終
わ
り
、
従
来

の
２
倍
に
あ
た
る
４
メ
ー
ト
ル
幅
の
道
路
に
な

り
ま
し
た
。
舗
装
工
事
は
埋
め
立
て
た
地
盤
が

落
ち
着
く
ま
で
、

少
し
期
間
を
置
い

て
実
施
さ
れ
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

　
お
施
餓
鬼
に
来

ら
れ
る
際
は
西
側

か
ら
も
通
れ
ま
す

し
、
東
側
か
ら
車

で
送
っ
て
貰
う
場

合
は
西
に
出
る
方

が
混
雑
も
緩
和
さ

れ
る
と
思
い
ま
す
。

　
先
月
、
東
日
本
大
震
災
物
故
者
慰
霊
と
福
島

県
の
復
興
を
目
的
に
、
全
国
の
寺
院
に
苗
木
を

贈
ら
れ
て
い
る
「
福
島
桜
２
１
０
７
４
実
生
植

樹
会
」
よ
り
、
福
島
県
三
春
町
に
あ
る
滝
桜
の

接
ぎ
木
苗
が
十
本
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
う
ち
五
本
は
県

内
の
五
ヶ
寺
に
お
渡
し

し
ま
し
た
が
、
残
り
五

本
は
当
山
の
境
内
に
植

樹
す
る
た
め
に
現
在
鉢

植
え
に
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
中
に
し
か
る
べ

き
場
所
を
決
め
て
整
備

し
、
植
樹
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
が
、
お
手

伝
い
頂
け
る
方
は
宜
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

北
側
道
路
拡
幅
終
了

三
春
　
滝
桜
の
接
ぎ
木
苗

り
ん
ざ
い
ろ
く

か
い
し
ょ
う



　「
お
か
げ
さ
ま
の
心

ー
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
仏
さ
ま　
随
処
作
主
ー
」

　
お
か
げ
さ
ま
で
先
月
17
日
か
ら
24
日
ま
で
、

丁
度
お
彼
岸
中
に
宇
和
島
・
西
予
市
・
八
幡
浜

な
ど
十
ヶ
寺
を
巡
教
し
て
無
事
戻
り
ま
し
た
。

そ
の
途
中
、
丁
度
八
幡
浜
に
居
る
時
に
「
八
幡

浜
市
の
空
家
率
は
愛
媛
県
で
２
番
目
」
と
い
う

ニ
ュ
ー
ス
を
見
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
八
幡

浜
だ
け
の
状
況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
や
地
方

は
全
国
ど
こ
で
も
過
疎
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　
い
や
こ
れ
か
ら
の
時
代
、
大
変
な
の
は
地
方

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
所
謂
団
塊
世
代
は
日

本
の
人
口
の
１
割
近
く
を
占
め
ま
す
が
、
そ
の

３
割
は
首
都
圏
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
殆
ど
が

高
度
成
長
期
に
仕
事
を
求
め
て
上
京
し
た
地
縁

の
な
い
人
々
で
す
か
ら
、
退
職
し
て
し
ま
う
と

社
会
と
の
繋
が
り
が
希
薄
に
な
り
ま
す
。
今
後

は
都
市
部
で
も
高
齢
者
の
貧
困
や
孤
独
死
な
ど

が
社
会
問
題
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
現
在
で
も
社
会
保
障
費
は
国
家
予
算
を

超
え
る
額
が
使
わ
れ
て
お
り
、
年
金
の
受
給
年

齢
や
受
給
額
も
見
直
さ
れ
る
こ
と
は
必
至
で
す
。

客
観
的
な
状
況
だ
け
を
見
て
い
る
と
、
と
て
も

未
来
に
明
る
い
材
料
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
果
た

し
て
大
変
な
の
は
私
達
だ
け
で
し
ょ
う
か
？

　
今
年
は
明
治
維
新
か
ら
百
五
十
年
、
昭
和
十

八
年
か
ら
七
十
五
年
で
す
が
、
恐
ら
く
明
治
の

人
達
も
、
戦
時
中
の
人
達
も
、
将
来
が
見
通
せ

な
い
不
安
の
中
に
生
き
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
そ
の
大
変
な
時
代
を
し
っ
か
り
と
生
き

抜
い
て
く
れ
た
先
人
達
が
居
て
く
れ
た
か
ら
こ

そ
、
今
の
私
達
が
存
在
す
る
の
で
す
。
そ
う
考

え
る
と
人
生
は
い
つ
の
時
代
も
「
一
寸
先
は
闇
」

で
す
が
、
そ
の
暗
中
模
索
す
る
人
生
を
、
ど
う

生
き
て
い
く
べ
き
か
を
説
い
て
い
る
教
え
が「
随

処
作
主
」
だ
と
い
え
ま
す
。

　
先
月
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
七
年
と
い
う
こ

と
で
、
様
々
な
被
災
地
の
様
子
を
伝
え
る
番
組

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
震
災
で
夫
も
子

供
も
両
親
さ
え
も
失
っ
た
一
人
の
女
性
が
、
仕

事
に
打
ち
込
む
こ
と
で
寂
し
さ
を
紛
ら
わ
し
て

い
る
様
子
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
彼
女
は
「
昼

間
は
良
い
け
ど
、
夜
に
な
る
と
家
族
の
こ
と
を

思
い
出
し
て
辛
い
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

　
彼
女
の
悲
し
み
は
私
な
ど
の
想
像
の
及
ぶ
所

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
ん
な
彼
女
で

も
お
腹
が
減
っ
た
時
は
「
お
腹
が
空
い
た
」
と

思
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
寒
い
夜
、
お
風
呂
に
入

っ
た
時
は
「
温
か
く
て
気
持
ち
い
い
な
」
と
思

う
筈
で
す
。
つ
ま
り
人
間
は
二
つ
の
こ
と
を
同

時
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。

　
恩
師
で
も
あ
る
松
原
哲
明
師
に

「
悩
み
を
抱
え
て
い
て
は
、
悩
み
は
消
え
な
い
。

抱
え
て
い
て
離
さ
な
い
の
だ
か
ら
。
悩
み
を
な

く
す
た
め
に
は
、
悩
み
を
捨
て
る
し
か
な
い
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

　
禅
宗
で
は
よ
く「
成
り
切
れ
」と
い
い
ま
す
が
、

何
に
成
り
切
る
の
か
と
い
え
ば
「
今
の
自
分
」

に
で
す
。
食
事
を
す
る
時
に
は
食
事
に
集
中
し
、

お
風
呂
に
入
る
時
は
お
風
呂
に
集
中
す
る
。
働

く
時
は
精
一
杯
働
き
、
休
む
時
に
は
充
分
に
休

む
。
こ
れ
が「
成
り
切
る
」と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

「
随
処
に
主
と
作
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

随
処
に
主
と
作
る
③
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