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は 

じ 

め 

に 
 

 

国
分
寺
町
地
区
は
、
四
方
を
山
に
囲
ま
れ
た
小
平
野
を

形
成
し
て
い
ま
す
。
北
に
は
国
分
台
、
東
に
伽
藍
山
、
六

ツ
目
山
、
堂
山
、
南
に
火
ノ
山
、
西
に
鷲
ノ
山
が
連
な
っ

て
い
ま
す
。
現
在
で
は
、
交
通
の
利
便
性
か
ら
高
松
市
の

一
つ
の
ベ
ッ
ト
タ
ウ
ン
と
し
て
人
口
が
増
加
す
る
と
同

時
に
、
宅
地
開
発
な
ど
が
進
み
年
々
町
の
状
況
も
変
わ
っ

て
き
て
い
ま
す
が
、
今
も
な
お
、
多
く
の
自
然
が
残
る
と

と
も
に
、
多
く
の
文
化
遺
産
を
伝
え
守
っ
て
い
る
地
域
で

す
。 古

く
は
国
分
台
遺
跡
と
い
っ
た
旧
石
器
時
代
の
遺
跡

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
古
代
の
国
道
で
あ
る
南

海
道
は
こ
の
地
を
通
っ
て
お
り
、
町
名
の
由
来
と
も
な
っ

た
讃
岐
国
分
寺
が
奈
良
時
代
に
こ
の
地
に
建
立
さ
れ
た

 

【菅原道真が漢詩に詠んだ法華寺の白牡丹】 
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こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
す
。
こ
の
他
に
も
今
回
訪
れ
る
讃

岐
国
分
尼
寺
、
府
中
・
山
内
瓦
窯
な
ど
の
官
営
の
施
設
が
集
中

し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
古
代
に
お
い
て
こ
の
周
辺

の
地
域
が
属
し
て
い
た
阿
野
郡
が
讃
岐
国
の
中
心
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
中
世
段
階
の

も
の
と
し
て
は
、
多
く
の
山
城
や
、
楠
井
遺
跡
な
ど
の
土
器
生

産
遺
跡
な
ど
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
『
南
海
通
記
』
な

ど
に
も
香
西
氏
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
所
々
に
登
場
す
る
地
域

で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
形
で
時
代
ご
と
に
地
域

の
状
況
が
確
認
で
き
る
資
料
が
残
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
点

か
ら
も
現
在
の
国
分
寺
地
区
は
古
い
も
の
と
新
し
い
文
化
が
共

存
し
つ
つ
地
域
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

今
回
の
ふ
る
さ
と
探
訪
は
、
こ
の
国
分
寺
地
区
の
中
で
も
、
北
東
部
に
位
置
す
る
新
居
地
区
に
残
る
古
代
か

ら
中
世
に
か
け
て
の
歴
史
遺
産
を
中
心
に
、
近
代
化
遺
産
も
含
め
て
巡
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  

 

【法華寺の山門】 
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１ 

摩ま

尼に

輪
塔

り
ん
と
う 

 
 

（
市
指
定
文
化
財 

有
形
文
化
財
工
芸
品
） 

 
 

摩
尼
輪
塔
と
は
石
造
物
の
一
種
で
す
。 

摩
尼
輪
と
は
、
そ
も
そ
も
、
仏
道
の
苦
し
い
修
行
に
耐
え
、
仏
道
を
極
め
た
者
の
位
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
、

そ
の
意
味
か
ら
、
寺
院
と
い
う
神
聖
な
空
間

と
の
境
界
を
示
し
、
そ
こ
に
立
ち
入
る
際
に

乗
り
物
か
ら
下
り
る
（
下
乗
）
と
い
う
意
味

を
示
す
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え
、
下
乗
石
と
も
呼
ば
れ
、
寺
院
な

ど
の
聖
域
の
入
口
に
建
て
ら
れ
、
こ
の
塔
の

先
か
ら
参
拝
者
は
馬
な
ど
の
乗
り
物
を
降

り
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
摩

尼
輪
塔
は
、
楠
尾
神
社
の
東
の
小
高
い
場
所

に
南
面
し
、
い
く
つ
か
の
石
造
物
と
と
も
に

 

【摩尼輪塔】 
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建
っ
て
い
ま
す
。
地
元
に
伝
わ
る
話
で
は
、
本
来
は
同
様
な
も
の
が
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
領
主
松
平
頼
重
公
が

現
存
す
る
一
基
以
外
を
白
峰
に
移
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
摩
尼
輪
塔
は
本
来
、
楠
尾
神
社
の
下
乗
石

で
す
が
、
現
在
で
は
や
や
不
自
然
な
場
所
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
し
か
し
、
楠
尾
神
社
が
天
正
年

間
の
兵
火
で
焼
失
す
る
ま
で
は
東
面
東
馬
場
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
場
所
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
摩
尼
輪
塔
は
、
直
径
三
〇
㎝
の
円
形
の
塔
身
の
縁
に
連
珠
文
を
め
ぐ
ら
し
た
月
輪
の
中
に
胎
蔵
界
大
日

如
来
を
示
す
梵
字
（
ア
）
が
薬
研
彫
り
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
下
の
方
柱
の
前
面
に
は
「
下
乗
」
の
文
字
が
刻
ま

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形
状
か
ら
地
元
で
は
「
た
い
こ
神
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

同
様
な
形
態
の
も
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
白
峰
寺
の
東
約
三
〇
〇
㍍
の
位
置
に
笠
塔
婆
（
県
指
定
有
形
文
化

財
）
と
呼
ば
れ
る
下
乗
石
が
あ
り
ま
す
。
全
国
的
な
類
例
は
少
な
く
、
有
名
な
も
の
と
し
て
は
、
奈
良
県
桜
井

市
多
武
峯
の
談
山
神
社
の
摩
尼
輪
塔
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
摩
尼
輪
塔
は
、
塔
身
が
八
角
形
の
も
の
で
製
作
年
代

（
鎌
倉
時
代
後
期:

一
三
〇
三
年
）
が
判
明
し
て
お
り
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 
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２ 

楠く
す

尾お

神
社

じ
ん
じ
ゃ

経
塚

き
ょ
う
づ
か

出
土

し
ゅ
つ
ど

遺
物

い

ぶ

つ 

（
市
指
定
文
化
財 

有
形
文
化
財
工
芸
品
） 

 

 

楠
尾
神
社
は
、

袋
山
か
ら
南
西

方
向
に
派
生
す

る
舌
状
の
丘
陵

の
先
端
、
瘤
状

に
や
や
隆
起
し

た
丘
陵
の
先
端

に
鎮
座
し
て
い

ま
す
。
天
正
年

間
の
兵
火
で
焼

失
す
る
ま
で
は

 

 

【楠尾神社境内】 
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東
面
東
馬
場
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
現
在
の
よ
う
に
南
面
南
馬
場
と
な
っ
た
の
は
そ
の
後
の
再
建
時
の
よ
う
で
す
。 

 
こ
の
楠
尾
神
社
境
内
で
見
つ
か
っ
た
経
塚
の
出
土
遺
物
は
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
こ
の
楠
尾
神

社
の
社
殿
を
拡
張
し
た
際
に
、
現
在
の
本
殿
の
裏
側
の
頂
上
部
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
す
。
社
殿
工
事
中
の
発

見
の
た
め
、
経
塚
の
詳
細
な
内
容
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
経
塚
は
、
盛
土
に
よ
っ
て
塚
の
よ
う
な
形
態
を
と
る

場
合
が
多
い
た
め
、
こ
の
経
塚
も
同
様
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

具
体
的
な
出
土
遺
物
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

①
銅
板
製
経
筒 

 
 

 
 

七
口 

②
陶
製
外
筒 

 
 

 
 

 

六
口 

③
仿
製
鏡
（
和
鏡
）  
 

一
面 

④
刀
身
残
片 

 
 
 
 
 
 

一
括 

⑤
経
石 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

七
個 

⑥
銅
板
製
経
筒
残
片 

 

一
括 

⑦
陶
製
外
筒
蓋 

 
 
 
 
 

一
個 

  
 

 

【楠尾神社経塚出土遺物】 
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こ
れ
ら
の
う
ち
、
現
在
も
こ
れ
ら
の
遺
物
の
ほ
と
ん
ど
が
楠
尾
神
社
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
年
号
な
ど
の

記
念
銘
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
経
塚
が
つ
く
ら
れ
た
時
期
は
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
他
地
域

の
例
な
ど
か
ら
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
（
十
二
世
紀
後
葉
か
ら
十
三
世
紀
前
葉
）
に
か
け
て
の
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

経
塚
は
、
釈
迦
の
入
滅
後
、
正
法
・
象
法
・
末
法
と
世
が
移
り
、
つ
い
に
は
仏
教
が
衰
滅
し
て
し
ま
う
と
い

う
末
法
思
想
が
広
ま
っ
た
十
一
世
紀
の
後
半
（
平
安
時
代
後
期
）
か
ら
経
典
を
経
筒
に
入
れ
、
埋
納
す
る
風
習

が
盛
ん
に
な
り
は
じ
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
末
法
の
世
を
経
て
五
十
六
億
七
千

万
年
後
に
弥
勒
如
来
が
再
び
こ
の
世
の
救
世
主
と
し
て
現
れ
る
時
ま
で
の
経
典
の
保
存
を
本
来
の
目
的
と
し

て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
寺
院
や
神
社
の
境
内
地
な
ど
で
発
見
さ
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
す
。
し
か
し
、
後

世
で
は
、
往
生
祈
願
や
追
善
供
養
な
ど
の
た
め
に
も
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
路
傍
や
墓
所
に
も
造
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 
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４ 

新
居

に

い

氏し

館
や
か
た

跡あ
と 

 

 
新
居
氏
の
館
跡
の
伝
承
地
は
「
土
居
の
宮
」
の
称
が
残
る
の
は
国
分
寺
町
新
居
中
筋
で
す
。
現
在
、
館
跡
推

定
地
と
さ
れ
る
場
所
は
、
奥
の
谷
か
ら
の
扇
状
地
に
位
置
し
、
南
北
に
長
い
微
高
地
の
地
形
を
呈
し
て
い
ま
す
。

住
宅
の
建
築
等
に
よ
っ
て
大
き
く
周
辺
は
改
変
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
西
側
は
、
地
形
や
坂
川
の
様
子
か
ら

流
露
が
自
然
要
害
を
な
し
て
お
り
、
南
東
部
は
細
い
堀
状
の
水
田
が
鉤
型
に
残
っ
て
い
る
な
ど
、
館
跡
を
示
す

非
常
に
興
味
深
い
点
が
い
く
つ
も
認
め

ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
周
辺
に
は

屋
敷
神
の
小
祠
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
地
が
阿
野
郡
か
ら
香
西
郡
へ
と
抜

け
る
二
つ
の
ル
ー
ト
を
押
さ
え
る
要
所

で
あ
る
点
も
非
常
に
重
要
で
す
。 

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
上
の
地
図
の

範
囲
が
新
居
氏
館
跡
と
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。 

 

新
居
氏
の
詰
め
城
で
あ
る
新
居
城
は
、

 

【新居氏館跡状況地図】 

（さぬき国分寺町誌より） 
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こ
の
館
跡
の
す
ぐ
北
側
に
位
置
す
る
城

山

じ
ょ
う
や
ま

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
山
頂
部
に
は
い
く
つ
か
の
平
坦
面
や

堀
状
の
窪
み
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
こ
の
他
に
、
新
居
氏
に
関
連
す
る
中
世
城
館
に
は
、
『
南
海
治
乱
記
』
や
『
南
海
通
記
』
に
登
場
す
る
新

居
宮
尾
城
（
新
居
城
も
し
く
は
大
谷
城
）
と
い
う
城
跡
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
先
の
楠
尾
神
社
の
地
に

比
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
社
境
内
地
の
た
め
、
遺
構
な
ど
の
詳
細
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
新
居
氏
の
居
城

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
城
で
、
旗
竿
を
軍
勢
に
見
せ
か
け
て
立
て
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
新
居

地
区
周
辺
が
、
長
宗
我
部
氏
と
香
西
氏
と
の
合
戦
場
の
一
つ
の
舞
台
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 
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３ 

史
跡

し

せ

き

讃
岐

さ

ぬ

き

国
分

こ

く

ぶ

尼
寺

に

じ

跡あ
と 

（
国
指
定
文
化
財 

有
形
文
化
財
史
跡
） 

  

讃
岐
国
分
尼
寺
は
、
正
式
に
は
法
華
滅
罪
之

寺
と
言
い
、
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
に
聖
武

天
皇
の
詔
勅
に
よ
っ
て
讃
岐
国
分
寺
と
と
も

に
建
立
さ
れ
、
鎮
護
国
家
、
讃
岐
国
に
お
け
る

仏
教
の
普
及
と
い
う
大
き
な
役
割
を
担
っ
た

国
営
の
寺
院
で
し
た
。 

現
在
の
法
華
寺
の
境
内
に
金
堂
跡
と
推
定

さ
れ
る
礎
石
が
残
っ
て
い
る
こ
と
や
近
隣
で

瓦
が
多
数
採
集
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

こ
の
法
華
寺
を
中
心
と
し
た
東
西
一
八
〇
～
二
一
〇
㍍
、
南
北
一
八
〇
㍍
の
範
囲
が
、
讃
岐
国
分
尼
寺
跡
と
し

て
昭
和
３
年
２
月
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
ま
で
、
９
回
に
及
ぶ
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
伽
藍
配
置
な
ど
の
構
造
や
お
寺
の
規
模
を  
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確
定
で
き
る
資
料
は
得
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
中
で
唯
一
有
力
な
資
料
と
し
て

は
、
昭
和
五
十
七
年
に
香
川
県
教
育
委
員
会
に

よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
調
査
で
確
認
さ
れ
ま
し

た
寺
域
西
側
を
区
画
す
る
と
推
定
さ
れ
る
溝
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
お
寺
の
規
模
は
方

一
町
半
に
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

 
【史跡讃岐国分尼寺跡の範囲と調査箇所】
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奈
良
時
代
後
半
に
創
建
さ
れ
て
以
後
の
尼
寺
の
歴
史
的
な
変
遷
に
つ
い
て
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

先
述
し
た
区
画
溝
か
ら
十
一
世
紀
の
土
器
が
出
土
し
、
溝
が
埋
没
し
始
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
平
安
時
代
後
期
以
降
、
尼
寺
の
維
持
管
理
が
な
さ
れ
な
く
な
り
、
次
第
に
そ
の
規
模
や
機
能
も
縮
小
し
て

い
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
後
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
高
松
藩
主
松
平
頼
儀
公
に
よ
っ
て
金
堂
礎
石
の
北
西
隅
に
現
在
の
観

音
堂
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
弘
化
元
年
（
一
九
四
四
）
に
は
町
内
の
長
明
寺
の
住
持
、
隆
乗
師
に
よ

っ
て
真
宗
寺
院
と
し
て
復
興
さ
れ
、
法
華
寺
と
称
す
る
寺
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。 

        

 

 

【寺域西側の区画溝】  
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コ
ラ
ム 

 

菅
原
道
真
と
讃
岐
国
分
尼
寺 

 
 仁

和
二
年
（
八
八
六
）
か
ら
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
讃
岐
国
司
と
し
て
赴
任
し
た
菅

原
道
真
は
、
讃
岐
国
分
尼
寺
を
訪
れ
、
白
牡
丹
の
美
し
さ
を
愛
で
て
漢
詩
に
詠
ん
で

い
ま
す
。
境
内
に
は
そ
の
漢
詩
を
刻
ん
だ
「
白
牡
丹
の
碑
」
が
あ
り
、
現
在
も
春
に

は
美
し
い
白
牡
丹
の
花
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

法
華
寺
白
牡
丹 

色
即
為
貞
白 
 

各
猶
喚
牡
丹 

嫌
随
凡
草
種 

 

好
向
法
華
看 

在
地
軽
運
縮 

 

非
時
小
雪
寒 

繞
叢
作
何
念 

 

清
浄
写
心
肝 

 

【
意
味
】 

 

色
は
と
り
も
な
お
さ
ず
真
っ
白
で
あ
る
が
、
名
は
や
は
り
丹
と
い
う
字
の
つ
い
た
牡
丹
と
よ
ぶ
。
普
通
の
草
な
み
に
植

え
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
。
牡
丹
の
花
は
ま
さ
し
く
仏
法
の
光
華
の
象
徴
と
み
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
地
上
に
薄
雲
が
凝
り

集
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
晩
春
だ
と
い
う
の
に
時
な
ら
ぬ
あ
の
雪
が
降
っ
た
か
の
よ
う
に
そ
の
白
さ
は
そ
ぞ
ろ
寒
さ

さ
え
覚
え
さ
せ
る
。
白
牡
丹
の
植
え
込
み
の
草
む
ら
を
め
ぐ
り
な
が
ら
ど
う
い
う
念
願
が
私
の
心
の
中
に
沸
き
起
こ
っ
て

く
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
牡
丹
の
花
の
清
浄
潔
白
な
姿
に
私
の
心
肝
を
う
つ
し
、
注
ぎ
た
い
。 

【
『
日
本
古
典
文
学
大
系 

七
二
巻 

菅
家
文
草
菅
家
後
集
』
一
九
六
六 

岩
波
書
店 

よ
り
】 
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４ 

国
分
寺

こ

く

ぶ

ん

じ

北
部

ほ

く

ぶ

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う

校
門

こ
う
も
ん 

（
旧

端

き
ゅ
う
は
し

岡お
か

尋

常

じ
ん
じ
ょ
う

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う

） 

 

（
市
指
定
文
化
財 

有
形
文
化
財
建
造
物
） 

  

国
分
寺
北
部
小
学
校
は
、
も
と
は
端
岡
尋
常
小
学
校
と
し
て
明

治
二
十
七
（
一
九
八
四
）
年
に
創
立
し
ま
し
た
。
こ
の
校
門
は
、

そ
の
開
校
時
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
時
の
村
長
瀬
尾
景
厳
氏
、

校
長
林
村
治
氏
が
共
に
格
別
意
を
注
が
れ
た
よ
う
で
、
当
時
県
下

で
も
ほ
と
ん
ど
見
か
け
る
こ
と
の
な
い
赤
煉
瓦
造
り
の
も
の
で
す
。

そ
の
煉
瓦
の
色
と
東
大
の
赤
門
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
通
称
「
赤

門
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
現
在
の
校
門
の
下
半
分
は
後
世
に

補
修
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
上
部
は
建
造
当
時
の
ま
ま
で
保
存
さ

れ
、
現
在
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。 

な
お
、
門
の
上
部
中
央
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
木
製
の
扁
額
に
は

「
忠
孝
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
は
取
り
外
さ
れ
、

小
学
校
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

【北部小学校校門】 
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