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19

小
園
智
帆
（
１
年
生
）
は
、「
奈
良
は

日
本
の
原
点
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
」

と
、
ぞ
く
り
と
さ
せ
る
問
い
を
発

し
た
。「
奈
良
に
は
日
本
最
古
の
都

が
あ
っ
た
」
か
ら
と
い
う
だ
け
で
、

「
奈
良
が
原
点
」
と
言
っ
て
よ
い

の
か
。
ま
ず
時
間
的
原
点
と
し
て

「
飛
鳥
」
と
「
飛
鳥
時
代
」
を
見
る
。

最
初
の「
律
令
制
国
家
の
都
で
あ
り
、

仏
教
を
受
け
入
れ
、
発
展
さ
せ
始

め
た
時
代
」
だ
か
ら
、「
原
点
」
と

言
っ
て
良
い
。次
に
組
織
・
機
能
の

「
原
点
」
と
し
て
総
本
山
・
総
本
社

の
「
長
谷
寺
」・「
春
日
大
社
」
を
見

る
。ど
ち
ら
も
多
く
の
末
寺
・
末
社

を
擁
す
る「
信
仰
」の
中
心
で
あ
る
。

こ
れ
も
「
原
点
」
と
言
え
る
。し
か
し
、

そ
の
他
の
一
般
に
「
奈
良
県
発
祥
」

と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
、「
日
本
清

酒
や
薬
」な
ど
の
一
部
以
外
は
、
根

拠
や
信
憑
性
の
不
確
か
な
も
の
少

な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
部
分
的

に
は
原
点
と
い
え
る
」
が
、
ひ
と
く

く
り
で
「
奈
良
は
日
本
の
原
点
」
と

は
言
え
な
い
。「
原
点
」
と
は
そ
れ

自
体
で
、
特
別
な
価
値
を
持
つ
も

の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別

に
丁
寧
に
扱
う
べ
き
だ
ろ
う
。

20

奈
良
の
「
昔
と
今
が
ど
う
繋
が
り
、

関
係
し
て
い
る
の
か
」
こ
の
哲
学

的
問
い
に
挑
ん
だ
の
が
、椎
木
琉
加

（
１
年
生
）で
あ
る
。「
昔
か
ら
ず
っ

と
そ
こ
に
存
在
」
す
る
も
の
は
、
は

た
し
て
「
ず
っ
と
変
わ
ら
ず
存
在
」

し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
周
り

の
環
境
に
順
応
」
し
た
か
ら
こ
そ

「
地
域
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
る
」
の
か
。
椎
木
は
こ
の
極
め

て
抽
象
度
の
高
い
難
問
を
、「
猿
沢

池
」・「
餅
飯
殿
セ
ン
タ
ー
街
」・「
奈

良
国
立
博
物
館
」・「
念
仏
寺
山
古
墳
」

と
い
っ
た
具
体
の
対
象
物
で
解
を

求
め
て
い
く
。
結
論
は
こ
う
だ
。

「
昔
と
今
が
繋
が
っ
た
り
、
時
に

は
途
切
れ
た
り
、
危
機
を
迎
え
た

り
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

場
所
や
空
間
が
『
奈
良
』
と
い
う

地
域
に
溶
け
込
み
な
が
ら
も
主

張
し
合
い
、
新
た
な
奈
良
を
継
続

的
に
作
り
上
げ
」、
つ
ね
に
そ
の
プ

ロ
セ
ス
の
中
に
あ
る
。
こ
の
解
が

描
く
像
は
、
個
々
を
ば
ら
ば
ら
に

見
た
と
き
の
直
線
的
で
静
的
な
も

の
で
は
な
い
。
奈
良
と
い
う
広
が

り
を
持
っ
た
空
間
の
中
で
、池
・
商

店
街
・
博
物
館
・
古
墳
と
い
っ
た
、

一
見
無
関
係
な
各
要
素
が
、
相
互

に
依
存
と
反
発
を
繰
り
返
し
な
が

ら
、
不
変
と
変
化
の
間
を
行
き
来

す
る
、
複
雑
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
、

文
化
コ
ン
テ
ン
ツ
本
来
の
存
在
の

あ
り
方
で
あ
る
。 

特
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21

寺
尾
南
美
（
１
年
生
）
は
、
あ
ら
た

め
て「
奈
良
県
の
伝
統
」を
考
え
た
。

そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ユ
ニ
ー
ク
だ
。

「
伝
統
を
ど
の
よ
う
に
受
け
継
ぐ

の
か
」
を
、
今
日
「
奈
良
と
い
え
ば
」

で
す
ぐ
浮
か
ぶ
「
名
産
物
」
や
「
行

事
」
か
ら
、
逆
行
し
て
探
ろ
う
と
い

う
の
だ
。
例
え
ば
「
野
生
動
物
」
の

シ
カ
が
、
な
ぜ
「
奈
良
の
鹿
」
と
し

て
親
し
ま
れ
る
の
か
。「
奈
良
の
鹿
」

の
特
徴
は「
芝
を
最
も
重
要
な
エ
サ

と
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ

の
「
他
地
域
の
野
生
の
日
本
シ
カ
」

に
見
ら
れ
な
い「
芝
に
強
く
依
存
す

る
点
」
が
「
奈
良
独
自
の
鹿
」
を
育

て
あ
げ
、「
現
在
ま
で
奈
良
の
人
々

に
愛
さ
れ
て
き
」
て
い
る
理
由
で

は
な
い
か
。
例
え
ば
、「
奈
良
の
柿

の
葉
寿
司
」。
も
と
も
と
「
東
熊
野

街
道
沿
い
の
吉
野
郡
の
各
地
で
伝

統
的
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
郷
土
料

理
の
一
つ
」
で
、
い
わ
ば
「
保
存
食
」

だ
っ
た
。
こ
れ
が
「
グ
ル
メ
・
名
産

品
と
し
て
親
し
ま
れ
」
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、「
鯖
以
外
の
魚
の
種
類

も
増
」
え
た
よ
う
に
「
時
代
に
応
じ

て
変
化
さ
せ
て
い
」
っ
た
か
ら
で

は
な
い
か
。
当
然
な
が
ら
何
も
な

い
と
こ
ろ
か
ら
忽
然
と
「
伝
統
」
は

生
ま
れ
な
い
。
そ
し
て
「
伝
統
を
残

し
て
い
く
、
と
い
う
意
識
」
が
な
け

れ
ば
、継
承
は
覚
束
な
い
。し
か
し
、

一
方
で
「
変
化
を
恐
れ
」
ず
「
時
代

に
応
じ
て
進
化
さ
せ
る
こ
と
」
が

な
け
れ
ば
、
伝
統
は
生
き
残
れ
な

い
の
で
は
な
い
か
。「
若
い
世
代
へ

と
語
り
継
ぐ
」
の
は
、
そ
の
た
め
に

も
重
要
で
、「
後
世
へ
と
受
け
継
が

れ
て
い
く
」
の
は
、
何
よ
り
「
新
し

い
伝
統
の
形
」
を
つ
く
り
続
け
て

い
く
と
い
う
「
伝
統
意
識
」
な
の

で
は
な
い
か
。

22

土
居
里
歌
（
１
年
生
）
は
、「
奈
良

に
存
在
し
続
け
る
も
の
」
に
注
目

し
、
そ
の
理
由
を
確
め
よ
う
と
し

た
。「
団
扇
は
わ
ざ
わ
ざ
買
わ
な
い

と
い
う
人
が
多
い
」だ
ろ
う
に
、「
奈

良
団
扇
」
は
存
在
し
続
け
て
い
る
。

何
よ
り
の
魅
力
は
そ
の
「
美
し
さ
」

だ
が
、
さ
ら
に
「
受
け
継
が
れ
て
き

た
技
術
や
型
」
を
基
礎
に
「
時
代
に

あ
わ
せ
て
新
し
い
も
の
も
作
り
だ

し
て
い
」
る
か
ら
だ
。
ふ
だ
ん
の
生

活
で
筆
で
字
を
書
く
こ
と
は
滅
多

に
な
い
が
「
奈
良
筆
」
は
存
在
し
続

け
て
い
る
。「
使
い
勝
手
の
良
い
、

希
望
通
り
の
筆
を
作
る
」
こ
と
の

で
き
る
「
信
頼
で
き
る
職
人
」
が
、

「
良
い
筆
」
を
作
る
こ
と
へ
の
熱

意
と
信
念
を
失
っ
て
い
な
い
か
ら

だ
。「
１
日
か
け
て
も
男
女
一
対
の

手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
の
人
形
も
で
き

な
い
」
が
、
そ
れ
で
も
「
奈
良
人
形
」

は
存
在
し
続
け
て
い
る
。「
刀
を
研

ぐ
こ
と
」、
そ
し
て
「
実
際
の
能
の

舞
」
の
「
イ
メ
ー
ジ
を
頭
に
叩
き
込

む
」
た
め
の
長
い
修
行
も
厭
わ
な

い
、「
職
人
の
人
生
を
か
け
た
技
術
」

が
消
失
を
食
い
止
め
て
い
る
の
だ
。

存
続
の
理
由
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
。

だ
が
、
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
あ

る
。「
そ
れ
は
人
の
思
い
で
あ
る
。」

存
続
し
続
け
る
も
の
に
は
、
伝
統

の
保
守
や
革
新
、
い
や
「
伝
統
」

と
い
う
意
識
す
ら
超
え
て
、
そ
れ

「
そ
の
も
の
を
愛
し
、
大
事
に
し

て
き
た
」
人
が
い
た
の
で
あ
る
。
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23

南
里
真
帆
（
１
年
生
）
は
、
も
の
・

こ
と
よ
り
も
「
な
ぜ
」
に
こ
だ
わ
っ

た
。「
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
歴
史
が
起

こ
っ
た
の
か
」
の
問
い
を
、「
な
ぜ

有
名
建
造
物
は
建
て
ら
れ
た
の
か
」

に
収
斂
さ
せ
て
考
察
し
た
。
結
論

を
先
取
り
す
れ
ば
、
そ
の
根
底
に

は
「
世
界
に
向
け
た
思
い
」
が
あ
っ

た
。「
興
福
寺
」
も
「
東
大
寺
」
も
、

そ
の
先
の
時
代
の
「
法
隆
寺
」
も
、

明
治
に
創
建
さ
れ
た
「
橿
原
神
宮
」

ば
か
り
か
、
昭
和
期
の
「
奈
良
少
年

刑
務
所
」
で
さ
え
、
国
際
社
会
や
国

際
情
勢
と
の
関
わ
り
で
「
建
て
ら

れ
た
」
の
だ
。
明
治
の
維
新
政
府

の
懸
案
は
、
ほ
ぼ
「
不
平
等
条
約
」

の
「
改
正
」
に
尽
き
る
。
他
に
先
駆

け
た
「
１
９
０
１
年
」
の
「『
旧
奈

良
監
獄
』
の
建
築
」
も
、
日
本
の
「
近

代
化
を
ア
ピ
ー
ル
」
す
る
た
め

だ
っ
た
。
そ
の
奈
良
監
獄
が
「
太
平

洋
戦
争
の
終
戦
翌
年
」
に
「『
奈
良

少
年
刑
務
所
』
と
改
称
さ
れ
」
た
の

は
、「
戦
後
の
混
乱
期
に
起
こ
っ
た

少
年
犯
罪
へ
の
対
応
に
注
力
す
る
」

た
め
だ
っ
た
。
歴
史
的
使
命
を
終

え
た
奈
良
少
年
刑
務
所
は
「
廃
庁
」

さ
れ
て
「
２
０
２
１
年
に
ホ
テ
ル
」

と
な
る
。
奈
良
の
国
際
観
光
の

担
い
手
と
し
て
「
生
ま
れ
変
わ
る
」

の
だ
。

24

福
永
萌
恵
（
１
年
生
）
は
、
奈
良

の
「
お
土
産
」
が
「
食
べ
物
中
心

で
は
な
く
工
芸
品
な
ど
の
モ
ノ
が

多
」
い
と
気
付
い
た
。
確
か
に
そ

れ
ら
は
「
伝
統
的
な
工
芸
品
」
で

は
あ
る
が
、
し
か
し
「
同
じ
よ
う

な
も
の
は
日
本
な
ら
ど
こ
で
も
手

に
入
る
」
も
の
で
も
あ
る
。「
奈

良
団
扇
」
は
そ
の
よ
う
な
奈
良
の

「
お
土
産
」
の
代
表
の
よ
う
に
思

え
た
。
さ
っ
そ
く
「
唯
一
の
奈
良

団
扇
・
扇
子
の
専
門
店
」
で
あ
る

「
角
振
町
三
条
通
り
に
あ
る
池
田

含
香
堂
」
を
訪
ね
た
。
も
と
も
と

奈
良
団
扇
は
「
春
日
神
社
の
社

人
」
の
描
く
絵
入
り
の
団
扇
だ
っ

た
。
い
ま
最
大
の
特
徴
と
な
っ
て

い
る
「
透
か
し
彫
り
」
は
、「
明

治
の
初
め
」
に
開
発
さ
れ
た
も
の

で
、「
20
枚
の
紙
を
重
ね
て
小
刀

で
突
き
彫
り
す
る
こ
と
で
模
様

を
」
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
技
法
に

よ
る
。
非
常
に
美
し
い
団
扇
だ
が

「
ほ
か
の
地
域
の
飾
り
団
扇
の
よ

う
に
置
い
て
飾
っ
て
お
く
だ
け
の

も
の
で
は
な
」
い
。「
骨
」
は
「
細
く
」

て
「
し
な
や
か
」
で
、
し
か
も
「
丈

夫
」
だ
か
ら
「
実
用
性
も
兼
ね
備
え

て
い
る
。」
モ
ノ
本
来
の
機
能
と
美

が
、
高
い
次
元
で
両
立
し
て
い
る
。

こ
れ
こ
そ
「
奈
良
筆
」
で
も
「
奈
良

一
刀
彫
」
に
も
共
通
す
る
、
奈
良
の

「
お
土
産
」
の
特
徴
な
の
だ
。
観
光

客
と
は
、
言
う
な
れ
ば
一
見
の
客

に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
一
切
手

抜
き
を
し
な
い
、
観
光
地
と
し
て

の
良
心
と
職
人
的
矜
持
と
が
、
奈

良
の
「
お
土
産
」
を
支
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
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25

西
川
愛
里
（
４
年
生
）
は
、「
和
や

か
」
で
「
ゆ
っ
た
り
」
と
い
う
単
調

な
奈
良
の
観
光
イ
メ
ー
ジ
に
疑
問

を
抱
き
、
真
逆
の
「
ギ
ャ
ッ
プ
」
を

探
し
て
「
鬼
」
に
行
き
着
い
た
。

興
福
寺
東
金
堂
で
「
脇
役
と
し
て

中
世
」
以
来
ず
っ
と
「
四
天
王
立
像

に
踏
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
邪
鬼
」

を
、「
少
し
は
見
習
い
た
い
」
と
ユ

ニ
ー
ク
に
評
価
し
、「
東
大
寺
大
仏

殿
」
で
は
「
大
き
さ
も
迫
力
も
あ
」

る
「
多
聞
天
」
の
「
台
座
が
鬼
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
」
く
。
し

か
し
「
観
光
客
は
上
ば
か
り
を
向

い
て
」
い
て
誰
も
台
座
の
鬼
を
見

よ
う
と
し
な
い
と
嘆
息
す
る
。
そ

し
て
鬼
の
探
索
は
、
奈
良
の
魅
力

の
源
泉
が
単
体
で
は
な
く
、「
何
百

何
千
も
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
」
が

「
組
み
合
わ
」
さ
っ
た
も
の
と
の

発
見
に
結
び
つ
い
た
。

26

福
井
桃
葉
（
１
年
生
）
は
、
な
ぜ

「
奈
良
の
イ
メ
ー
ジ
」
は
「
鹿
と
大

仏
」
な
の
か
、
な
ぜ
「
鹿
と
大
仏
の

イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
広
が
っ
て
い
っ

た
の
か
」
が
気
に
な
っ
た
。
歴
史
を

調
べ
て
み
た
が
、「
奈
良
の
イ
メ
ー

ジ
を
明
確
に
し
た
決
定
的
な
出
来

事
は
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
」

い
。
あ
る
い
は
、
奈
良
が
「
日
本
に

お
け
る
旅
行
の
始
ま
り
」と
さ
れ
る

「
伊
勢
神
宮
へ
の
参
拝
」
す
な
わ
ち

「
伊
勢
参
り
の
道
筋
」
に
あ
っ
た

か
ら
か
も
し
れ
な
い
。「
徒
歩
で
旅

を
す
る
」
か
ぎ
り
、
途
中
で
「
食
事
」

や
「
寝
泊
ま
り
す
る
」
場
所
が
確
実

に
必
要
だ
か
ら
だ
。
そ
の
際
「
大
き

な
見
応
え
の
あ
る
大
仏
と
あ
ち
こ

ち
に
い
る
可
愛
ら
し
い
鹿
」
と
い

う
２
つ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
楽
し
め

る
こ
と
も「
記
憶
の
中
に
焼
き
付
け

ら
れ
帰
っ
た
後
も
、
印
象
に
残
る
」

の
で
は
な
い
か
。
後
世
に
お
け
る

「
修
学
旅
行
」
で
も
「
時
間
が
な
く

奈
良
公
園
周
辺
に
し
か
行
」
け
な

い
場
合
が
多
い
こ
と
が
、「
奈
良
と

い
え
ば
『
鹿
と
大
仏
』
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
」
形
成
に
繋
が
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
逆
に
い
え
ば
、

奈
良
の
観
光
が
今
も
昔
も「
奈
良
公

園
周
辺
の
地
域
に
片
寄
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
」
の
だ
。
さ
て
「
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
が
急
激
に
増
加
し
て
い

る
」
中
、「
外
国
人
」
の
奈
良
イ
メ
ー

ジ
も
や
は
り
「
鹿
と
大
仏
」
な
の
だ

ろ
う
か
。
福
井
に
と
っ
て
気
に
な

る
と
こ
ろ
だ
。




