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「
白
雲
抱
幽
石
」

　
白
い
雲
が
山
上
の
巨
石
を
抱
き
込
む
よ
う
に

漂
っ
て
い
る
。
深
山
に
隠
棲
し
て
過
ご
す
悠
々

自
適
の
日
々
の
、
穏
や
か
な
心
境
の
象
徴
。

『
寒
山
詩
』
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
詩
に
み
え
る

語
だ
が
、
元
来
は
晋
の
謝
霊
雲
の
「
始
寧
の

墅
に
過
ぐ
」
と
題
す
る
詩
の
一
節
で
あ
る
。

（『
茶
席
の
禅
語
句
集
』
朝
山
一
玄
著  

淡
交
社
）

　
こ
の
語
を
見
る
と
、
い
つ
も
私
は
四
国
カ
ル

ス
ト
の
風
景
を
彷
彿
と
し
ま
す
。

  

ふ
　
こ
　
あ
ん
　
　  

く
ら
う
ち
し
ょ
う
ど
う

　
　
　
「
す
わ
漏
水
？
」

　
７
月
26
日
の
朝
、
出
勤
し
た
寺
庭
さ
ん
か

ら
「
お
寺
の
西
側
で
大
量
に
水
が
漏
れ
て
る

か
ら
見
て
！
」
と
電
話
が
あ
り
、
現
場
に
行

く
と
写
真
の
よ
う
な
様
子
。
移
転
し
て
四
十

年
以
上
経
つ
の
で
、
あ
ち
こ
ち
が
老
朽
化
し

て
も
仕
方
な
い
で
す
が
、
水
道
管
の
漏
水
は

場
所
を
特
定
す
る
の

が
大
変
で
、「
こ
り

ゃ
困
っ
た
な
ー
」
と

思
い
な
が
ら
元
栓
を

閉
め
て
境
内
を
探
す

と
、
幸
い
な
こ
と
に

倉
庫
横
の
水
道
蛇
口

が
少
し
開
い
て
い
た

だ
け
で
し
た
。
で
も

誰
が
開
け
た
の
か
は

未
だ
不
明
で
す
。

お
盆
飾
り
に
つ
い
て

　
左
の
写
真
は
昨
年
の
三
木
町
の
堀
さ
ん
宅

の
お
仏
壇
で
す
。
高
松
周
辺
は
お
墓
に
飾
る

灯
籠
以
外
特
別
な
お
盆
飾
り
を
し
ま
せ
ん
が
、

ご
参
考
ま
で
。
ナ
ス
の
牛
、
キ
ュ
ウ
リ
の
馬

な
ど
は
一
般
的
に
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
ち
ら
で
は
ゴ
ザ
を
敷
き
夏
野
菜
や
晒
水
、

洗
米
も
お
供
え
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
元
妙
心
寺
派
管
長
　
布
鼓
庵
　
倉
内
松
堂
老
大
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
明
治
三
十
八
年
〜
平
成
三
年
）

は
く
う
ん
ゆ
う
せ
き
を
い
だ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

い
ん
せ
い

か
ん
ざ
ん
　
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

し
ん 

　   

し
ゃ
れ
い
う
ん
　
　
　
　 

し  

ね
い

や



　　
今
月
は
毎
月
寄
稿
し
て
い
る『
花
園
』の
他
に
、

１
０
０
０
字
の
読
み
切
り
一
本
と
宗
教
新
聞
の

連
載
コ
ラ
ム
四
本
分
の
〆
切
が
あ
り
、
こ
ち
ら

の
原
稿
を
書
い
て
い
る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
の
で
、
失
礼
な
が
ら
掲
載
前
の
コ
ラ
ム
原

稿
を
先
に
こ
ち
ら
に
掲
載
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
昭
和
三
十
九
年
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
年
に
お
寺
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

当
時
の
自
坊
は
空
襲
に
よ
り
伽
藍
を
焼
失
し
た

ま
ま
だ
っ
た
為
、
幼
少
期
の
生
活
は
一
般
家
庭

と
全
く
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
否
、
裕
福
だ

っ
た
母
方
の
祖
父
母
に
は
随
分
可
愛
が
っ
て
貰

っ
た
の
で
、
普
通
以
上
に
甘
や
か
さ
れ
た
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。

　
父
は
跡
継
ぎ
の
将
来
を
案
じ
た
の
で
し
ょ
う
。

縁
あ
っ
て
小
学
校
卒
業
と
同
時
に
飛
騨
の
古
刹

の
小
僧
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
私
の
僧
侶
と

し
て
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
生
活
と

は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
夏
は
四
時
、
冬
で
も
五

時
か
ら
読
経
で
す
。
そ
の
後
、
朝
食
を
挟
ん
で

寺
の
内
外
を
掃
除
し
な
い
と
学
校
に
は
行
け
ま

せ
ん
。
そ
の
為
、
紅
葉
の
時
期
に
は
毎
日
遅
刻

気
味
で
し
た
が
、
地
域
の
人
た
ち
も
禅
寺
の
小

僧
を
よ
く
理
解
し
て
く
れ
て
い
た
の
で
、
先
生

も
大
目
に
見
て
く
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
た
小
僧
に
は
日
曜
は
勿
論
、
夏
休
み
も
冬
休

み
も
あ
り
ま
せ
ん
。
学
校
が
な
い
日
は
一
日
中

作
務
で
す
。
ク
ラ
ブ
活
動
に
参
加
出
来
る
の
は

平
日
の
放
課
後
と
土
曜
日
の
午
後
だ
け
。
そ
れ

も
夏
は
六
時
、
冬
は
五
時
の
昏
鐘
が
鳴
り
終
わ

る
ま
で
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
時
々
、

昏
鐘
の
当
番
を
巡
っ
て
三
つ
年
上
の
兄
弟
子
と

喧
嘩
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
当
時
は
自
由
な

時
間
が
貴
重
で
し
た
。

　
中
学
時
代
だ
け
で
し
た
が
、
こ
の
小
僧
生
活

は
私
の
人
生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

お
経
や
作
法
を
覚
え
た
こ
と
は
勿
論
で
す
が
、

良
く
も
悪
く
も
要
領
が
良
く
な
り
ま
し
た
。
仕

事
を
命
じ
ら
れ
た
時
、
グ
ズ
グ
ズ
し
て
い
る
と

遊
ぶ
時
間
が
無
く
な
る
の
で
、
な
る
べ
く
ス
ム

ー
ズ
に
終
わ
る
よ
う
工
夫
す
る
よ
う
に
な
っ
た

か
ら
で
す
。
ま
た
い
く
ら
早
く
終
わ
っ
て
も
、

後
で
や
り
直
し
を
命
じ
ら
れ
て
は
元
も
子
も
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
為
、
物
事
の
要
点
を
把
握
す

る
力
を
養
っ
た
気
が
し
ま
す
。

　
そ
う
し
た
集
団
生
活
の
処
世
術
を
身
に
つ
け

る
こ
と
が
出
来
た
の
も
、
今
思
え
ば
周
囲
の
大

人
が
粘
り
強
く
見
守
っ
て
く
れ
た
か
ら
で
し
ょ

う
。
小
僧
と
い
え
ど
も
仕
事
の
上
で
は
一
人
前

に
扱
わ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
失
敗
す
れ
ば
回
り
に

は
迷
惑
を
掛
け
ま
す
。
で
も
失
敗
し
て
も
怒
ら

れ
は
し
ま
す
が
、「
も
う
や
る
な
」
と
は
言
わ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
出
来
る
よ
う
に
な
る
ま
で
何

度
も
繰
り
返
し
な
が
ら
、
自
分
の
責
任
を
果
た

す
こ
と
を
教
え
込
ま
れ
た
気
が
し
ま
す
。

　
四
回
の
う
ち
二
回
ま
で
は
こ
れ
ま
で
の
自
分

を
振
り
返
り
、
残
り
二
回
で
こ
れ
か
ら
の
寺
院

や
仏
教
に
つ
い
て
思
う
所
を
書
き
ま
し
た
。

折
角
な
の
で
来
月
以
降
も
掲
載
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

　「
随
想
随
筆
」①
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