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京

の

大

佛

△
奈

良

に
於

け
る

二
週
間
は
、

短
し

と
雖

も
、
余
等

に
は
確

か
に
益
す

る

所

が
、
少

な
く
な

か

つ
た
。
水
彩
畫

に
關

し
て
は

、
兩

先
生
は
勿
論
斯
道

の
オ
ー
ソ
リ
チ

ー
で
あ

る
が

、
余

の
意

見
と
し

て
は
其

キ
ラ
ク

リ

タ
ー
に

於

て
も
、
優

に
僕
輩

の
以
て
摸

範

と
す

る
に
た

る
人
だ

△
一

日
大

下
師
雨

を
春

日
社
山
門
内

に
避

け
ら

る

師
時

に
、
洋

傘
を
手

に
せ
ら
れ
ず

、
某
生

其
傘

を
用

ひ
ら
れ
ん
事
を
乞

ふ

傍

に
あ
り
し
某

生
曰
く

『
大

下
先
生
は
兩

と
雨
と

の
隙
間
が

、
通
れ

ま
し

よ
う
』

と

△
講

習
會
員

の
寫

眞

が
出
來

た
時
に
、

名
物
男

な

る
廿

四
貫

君
大
下
師

に

曰
く

『
先
生
の
隣
り

に
居
れ

ば
、
相
方

の
特
徴

が

よ
く
知

れ
て

コ
ン

ト
ラ

ス
ト
が
妙
で
す

な
』

と

△
三
山
亭
な

る
會
負

の
内
拾

人
許
り

の
有
志

を

つ
の
り
、
追

々
講
習
會
も

終
り
に
近

つ
い
て
來

た

か
ら

紀
念

の
爲

に
、
寫

眞

を
撮

影

せ
む

と
す

。

最
後

の
批
評
會

の
當

日

に
及
ぴ

某
寫

眞

師

に
至
り

て
、
位
置
及

び
背

景
は

な

る
だ
け
奇

抜

に
せ

ん

と
す
。
寫

眞

師
怒
り

て
許
諾

を
経
ず
し

て
、
撮
影

し
終

れ
り

。
皆

大

い
に
不
平
を
鳴

ら
し
た
り

。
出

來

上
つ
て
見

れ
ば
、

一

つ
と

し
て
膨

れ
面
な

ら
ざ
る
は
な
か
り
き

。
唖
然

た
り

△

一
日

某
生
淺

茅

ケ
原

に
て
、
傘
杖

を
立

て
て
寫

生

中
俄
然
沛

然

と
し
て

降

る
雨

に
大
雷
を

と
も
な

ふ
。
某
生
大

い
に
狼
狽
し

て
、
用
具

を

か

ゝ

へ

て
傘
杖

の
み
は

、
頭

に
金
屬

附

し
あ
れ
ば

と
て
、
原

の
眞
中

に
捨

て

ゝ
歸

る
。

三
亭

の
門

を
入
る
や

ガ
ラ
ガ
ラ

と
附

近

に
落

雷
す
。

某
生
濡
鼠

の
如

く

に
な
り

て
傘
杖
を

取
り

に
行
く

に
恐

々
た
り
。

△
某
肥
大
漢
講
習
會
閉

會

の
翌

日
歸

國

せ
ん

と
て

停
車
場

に
至
り

見

れ

ば

、
發

車
に
僅

か
二
分

を
余

す

の
み
、
某
生

さ
ら
で
だ

に
持

て
余

し
た

る

大
躯
に

加
ふ

る
に
、

一
の
大

い
な

る
か
ば
ん

三
脚
寫

生
箱
プ

ラ
ツ

ト
ホ

ー

ム

に
出
て

々
見

れ
ば
南

無
三
汽
車

は
向
ふ
側

に
居

つ
て
今

や
發

せ
ん

と
し

て
居

る
是
非
陸
橋

を
渡
ら
ね
ば
な

ら
ぬ

こ

ゝ
に
於

て
大

い
に
狼
狽
し

て
橋

を
下
れ
ば
驛

夫
は
戸
を
開

い
て
持

つ
て
居

て
く
れ

た
。
腰

を
下
す
間

も
な

く
ヒ

ユ
ー
の

一
聲

と
共

に
發

車

し
た

、
實

に
間

髪

を

い
れ
ぬ
位
だ

つ
た
。
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草

水

生

○
小
春

日
和

の
日
曜
日

、
冬

の
森
で

も
か

い
て
見

や
う

と
、
の

そ
の
そ
郊

外
に
出

か
け
た
、
暫

し
て
立
ち
止

つ
た
の
は

(
三
脚

を
据

え
た

と
云

ひ
た

い
が
)
と
あ
る
麥

畑

の
畔
青

々
し
た
幾
條

の
う
ね

を

へ
だ

て
て
枯

れ
た
穀

斗

林

が
柔

い
日

影
を
浴

び
て
紫

に
見
え

る
、
僕

は

か
が

ん
だ
け
れ
ど
も
、

ペ

ン
を
採

る
の
勇

氣
を
出

し
か
ね
た

、
宛
然
嬰
兒

の
母
親

に
抱

か
れ
た
時

の

や
う
、
偉
大
な

る
冬

の
美
に
う

た
れ

て
!

○

あ

ゝ
淋

し

い
哉
冬

の
林

や
、
細
々

た
る
綺

羅

の
衣
を
惜

し
げ

も
な
く
郷

げ

捨

て

ゝ
吐
く
呼
吸

の
氣

も
な

い
禅

定

の
姿

、
裸
體

の
森

の
女

神
が
落

葉

厚

き
山
懐

に
倚

り

か
か

つ
て

眠

つ
て

ゐ
る
か

の

や
う
、
其

の
幹

、
其

の

枝

、
凛

た

る
威
嚴

、
あ

ゝ
眞

の
影
、

何

者

か
が

私
語

い
て
ゐ
る

死

の

冬

の

美
！
！



○

こ
の
秋

は
畫

版

も
出

來
た
し
水

彩
畫

紙

の
四

つ
切
も
手

に
入

つ
た

、
大

荒

目
で
あ

る
が
普

通
畫

紙

使
用

の
僕

に
は
大

し
た
も

の
で
あ

る
、
で

僕
は

花

廼
屋
製

の
十

二
色

を
持
て
サ

ッ
サ
と
足

の

向
ふ
が
ま
ま

、
見
取
枠

を
透

し

て
輪
廓

を
と

る
、
下
塗
す

る
、
さ
て
着
色

に
か
か

る
と
塗

て
も
塗

て
も

空

隙

が
う
ま
ら
ぬ
、

こ
の
日
は
畫

頃
ま
で

に

や
う

や
く

半
分

、
次

の
日
漸

く

形

付
け

て
し

ま

つ
た

が
な

か
な
か

調
和
も
な
に

も
顧

る
の
餘

裕

が
な

か
つ

た

、
只

一
生

懸
命

白
紙

を
塗
り
消

さ
う
と
あ

せ
つ
た

の
で
あ

る
、
蓋

し

こ

れ

が
四

つ
切

の
初
寫

生

、
　

　

　

　

　

　

○
繪

具

紙
、

一
向

僕

の
思
ふ

や
う

に
な

ら
ぬ
、
そ

の
上
技

術
と
き

て
は
臺

な

し
だ

そ
れ
で

も
時

々
畫
版

を
片
手

に
そ
こ
は

か
と

な
く

出

か
け

て
は

失

敗

す

る
、
し
か
し
失
敗
は

し
て
も
相
應

に
愉
快

を
感

じ

て

ゐ
る
、
余

に
と

つ
て
は

二

つ
三

つ
し

か
な

い
慰
藉

の
う

ち
の

一
な

の
だ

か
ら
、

○
太

陽

が
逶
★

た
る
西
山

に
没
し

て
馬

引
き
た

る
樵

夫

が
夕
餉

の
烟

を
縫

ふ
て
歸

る
頃

に
は
空
は
何

と
も

云
は

れ
ぬ
程
澄
ん
だ

ユ
ー
ヅ
色

に
匂

て
ゐ

る
、
そ
の
時

に
は
雲

も
ば

ら
色

に
見

へ
る
、
活

々
し
た

大
き
な
星

が

一
つ

見

え

そ
め
る
頃

に
は
雲

は
淡
紫

の
衣
に
ぬ
ぎ

か

へ
る

　
　
　
　
　
水
彩
畫

と
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

晩

雨

水
彩
畫

に
直
線
(
幾
何
學
上
の
直
線
に
非
ず
)は
禁
物
で
あ
る
。

こ
れ
は
自

分
の
考
に
過
ぎ
ぬ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

曾
て
或
建
築
物
(奈
良
南
圓

堂
)を
寫
生
し
た
時
に
全
く
失
敗
の
作
と
可
成

に
出
來
た
の
と
が
二
杖
出
來
た
。
後
者
は
前
者
の
非
を
悟

っ
て
再
び
描

い

た
の
で
あ
る
。其
悟
つ
た
失
敗
の
原
因
が
即
ち
直
線
を
描

い
た
の
に
あ
る
。

建
築
の
美
は
曲
線
美
と
直
線
美
と
が
甘
く
調
和
し
て
居
る
の
に
あ
る
、
寧

ろ
時
と
し
て
は
壮
大
な
る
直
線
美
に

よ
つ
て
人
を

威
壓
す
る
こ

と
も
あ

る
。
故

に
建
築
物
に
直
線
美
は
是
非
必
要
で
あ
る
併

こ
の
直
線
美
は
畫

面

に
直
線
を
描

い
て
其
感
じ
を
出
す
こ
と
は
不
得
策
だ
と
思
ふ
。

自
分
が
失
敗
し
た
の
は
全

く
茲
に
あ
る
。
直
線
美
を
現
は
さ
ん
が
爲
に
丁

寧

に
直
線
を
描

い
た
の
に
あ
る
柱

や
額
や
陰
陽
の
境
界
な
ど
皆
直
線
を
入

れ
た

の
で
あ
る
其
結
果
は
非
常

に
見
惡

い
も
の
と
な

つ
た
。
次
に
其
非
を

悟

つ
て
直
線
を
描
か
ず
陰
陽
の
關
係
等
で
直
線
の
感

じ
を
現
は
し
て
見
た

が
割
合

に
甘
く

い
つ
た
。

其
後
船
樹
木
等
に
た
め
し
て
見
た
の
に
ど
う
し
て
も
水
彩
畫
で
は
筆
を
も

つ
て
直
線
を
描
く
こ
と
は
禁
物
だ
と
思
ふ
。(直
線
の
多

い
の
は
失
敗
作
な

る
故
)
直
線
を
描
か
ず
に
直
線
の
感
じ
を
出
す

の
が
必
要
と
思
ふ
。
以
上

愚
感

に
過
ぎ
ず
。
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萬

次
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縣
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森

本

香

谷

埼
玉
縣
北
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立
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武
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東
京
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下
大
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町
西
光
寺
　
　
　
　
　
　

芳

賀

雲
鶏


