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国
分
八
幡
と
如
意
輪
寺
公
園
の
オ
ニ
バ
ス
を
訪
ね
る 

は
じ
め
に 

 

今
回
の
ふ
る
さ
と
探
訪
は
Ｊ
Ｒ
国
分
駅
を
出
発
し
、
四
国
霊
場
八
十
番
札
所
白
牛
山
国
分
寺
、
特
別
史

跡
讃
岐
国
分
寺
跡
、
国
分
八
幡
宮
、
田
宮
坊
太
郎
の
墓
、
如
意
輪

寺
、
如
意
輪
寺
公
園
を
廻
る
国
分
寺
町
国
分
地
区
を
歩
く
コ
ー
ス

で
す
。
こ
の
地
域
は
旧
石
器
時
代
か
ら
人
々
を
見
守
っ
て
き
た
国

分
台
が
悠
久
の
と
き
を
伝
え
、
ま
た
讃
岐
の
仏
教
文
化
の
発
信
地

と
し
て
古
く
か
ら
讃
岐
国
分
寺
と
と
も
に
歴
史
を
重
ね
て
き
た
地

域
で
も
あ
り
ま
す
。 
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１ 

四
国
霊
場
八
十
番
札
所 

白
牛
山
国
分
寺 

 
四
国
霊
場
八
十
番
札
所
で
あ
る
国
分
寺
は
奈
良
時
代
に
聖
武
天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
、
そ
れ

以
後
さ
ま
ざ
ま
に
形
を
か
え
な
が
ら
、
現
代
ま
で
法
灯
を
守
り
続
け
る
香
川
県
内
で
も
屈
指
の
寺
院
で
す
。

現
在
は
仁
和
寺
を
総
本
山
と
し
て
い
ま
す
が
、
文
献
記
録
か
ら
中
世
に
は
、
大
和
西
大
寺
の
末
寺
と
な
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。 

境
内
に
は
創
建
時
の
面
影
を
残
す
金
堂
跡
や
塔
跡
の
礎
石
、
そ
の
塔
の
心
礎
の
上
に
作
ら
れ
た
中
世
の

石
造
物
、
重
要
文
化
財
で
あ
る
本
堂
、
銅
鐘
、
千
手
観
音
立
像
な
ど
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
示
す
数
多
く
の

文
化
財
が
残
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
境
内
の
佇
ま
い
は
天
平
の
昔
を
我
々
に
思
い
お
こ
さ
せ

て
く
れ
ま
す
。 
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２ 

特
別

と
く
べ
つ

史
跡

し

せ

き

讃
岐

さ

ぬ

き

国
分
寺

こ

く

ぶ

ん

じ

跡あ
と 

（
昭
和
３
年
に
史
跡
指
定
・
昭
和
２
７
年
に
特
別
史
跡
） 

  

讃岐国分寺跡の周辺地形  
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特
別
史
跡
讃
岐
国
分
寺
跡
は
高
松
市
国
分
寺
町
の
北
西
部
に
位
置
し
、
県
道
３
３
号
線
沿
い
に
所
在
し

て
い
ま
す
。
昭
和
３
年
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
後
、
昭
和
２
７
年
に
特
別
史
跡
に
格
上
げ
さ
れ
ま
し

た
。 讃

岐
国
分
寺
は
、
国
分
台
か
ら
延
び
る
扇
状
地
の
先
端
に
位
置
し
、
南
に
は
南
海
道
が
走
り
、
北
東
に

国
分
尼
寺
、
南
西
に
国
府
が
所
在
す
る
な
ど
、
国
家
的
施
設
が
集
中
す
る
讃
岐
国
の
中
心
的
地
域
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

本
格
的
な
発
掘
調
査
は
、
昭
和
５
２
年
か
ら
平
成
３
年

に
か
け
て
実
施
さ
れ
、
特
別
史
跡
を
裏
付
け
る
成
果
が
上

が
り
ま
し
た
。
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
、
伽
藍
地
は
東
西
２

２
０
ｍ
、
南
北
２
４
０
ｍ
の
範
囲
と
さ
れ
、
当
時
の
方
２

町
の
規
模
と
な
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
周
囲
は
築
地

塀
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
、
白
と
朱
で
彩
ら
れ
た
建
物
群
の

様
子
は
当
時
の
人
々
に
は
異
様
な
景
色
と
し
て
映
っ
て
い

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
伽
藍
配
置
と
言
わ
れ
る
建
物
配
置

は
奈
良
の
大
官
大
寺
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て

い
ま
す
。 
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僧 
 

房 
 

跡 

こ
の
一
連
の
発
掘
調
査
の
中
で
最
も
際
立
っ
た
成
果
は
、
僧
房
跡
の
調
査
で
し
た
。
僧
房
跡
周
辺
は
、

昭
和
１
０
年
代
頃
か
ら
礎
石
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
調
査
前
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
ま
し
た
。 

             

讃岐国分寺跡全景（北から）  

発掘された僧房跡全景（北から）  
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調
査
が
始
ま
る
と
期
待
通
り
に
礎
石
が
顔
を
見
せ
始
め
ま
し
た
が
、
そ
の
数
は
予
想
以
上
に
多
く
、
礎

石
の
間
に
は
切
石
や
塼せ

ん

に
よ
っ
て

設
し
つ
ら

え
ら
れ
た
柱
間
の
構
造
材
が
規
則
的
に
並
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。
こ
の
柱
間
構
造
と
呼
ば
れ
る
上
部
構
造
を
復
元
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
部
材
も
出
土
し
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
礎
石
だ
け
で
な
く
柱
間
構
造
ま
で
も
が
良
好
な
形
で
残
っ
て
い
た
よ
う
な
事
例
は
全

国
で
も
珍
し
く
、
奈
良
時
代
に
建
築
さ
れ
た
僧
房
の
間
取
り
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
僧
房
は
、

こ
の
構
造
材
か
ら
、
通
路
を
挟
ん
で
東
西
に
４
メ
ー
ト
ル
四
方
の
部
屋
２
つ
ず
つ
配
置
さ
れ
た
房
と
呼
ば

れ
る
三
間
四
方
を
１
単
位
と
す
る
空
間
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ
の
房
は
食
堂
と

考
え
ら
れ
る
空
間
を
中
心
に
東
西
に
各
３
つ
配
置
さ
れ
て
お
り
、
個
室
は
４×

３×

２
で
計
２
４
部
屋
あ

っ
た
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。 

こ
の
部
屋
数
は
国
分
寺
に
配
置
さ
れ
た
僧
の
数
が
２
０
人
で
あ
っ
た
と
い
う
記
述
と
一
致
す
る
も
の
で
、

書
物
に
残
さ
れ
た
国
分
寺
に
関
わ
る
記
載
を
裏
付
け
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
残
り
の
４
つ
の
部

屋
は
都
や
他
の
寺
院
か
ら
国
分
寺
を
訪
れ
た
僧
侶
た
ち
の
予
備
用
の
部
屋
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
終

的
に
僧
房
の
規
模
は
東
西
８
２
メ
ー
ト
ル
、
南
北
１
２
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
現
在
、

僧
房
覆
屋
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
礎
石
は
当
時
の
も
の
そ
の
も
の
で
す
。 

 

僧
房
を
訪
れ
る
と
、
僧
侶
が
き
っ
と
あ
な
た
を
出
迎
え
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。 
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復元された僧房の間取り  

僧房の平面図  
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３ 

国
分
八
幡
宮 
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社
記
に
よ
れ
ば
天
平
勝
宝
元
年
（
７
４
９
）
、
参
議
石
川
朝
臣
年
足
、
侍
従
藤
原

ふ
じ
わ
ら

魚
名

う

お

な

に
よ
っ
て
創
祀
さ

れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
『
日
本
名
勝
図
会
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
は
岩
川
八
幡
宮
と
呼
ば
れ

て
い
た
よ
う
で
、
当
時
は
久
安
２
年
（
１
１
４
６
）
に
勧
請
さ
れ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
森

口
中
西
と
い
う
も
の
が
山
城
国
男
山
の
宮
を
詣
で
、
現
在
の
大
石
の
下
に
神
体
を
勧
請
し
た
の
が
そ
の
始

ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
正
年
間
（
１
５
７
３
～
９
２
）
に
長
宗
我
部
の
進
出
に
よ
っ
て
兵
火
に
か
か

り
焼
失
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
生
駒
親
正
が
関
ノ
池
の
築
造
に
あ
た
り
、
当
社
殿
を
再
興
し

て
い
ま
す
。
二
代
一
正
は
鳥
居
を
奉
納
し
、
高
俊
は
大
地
震
で
荒
廃
し
た
本
殿
を
復
興
し
て
い
ま
す
。 

 

現
在
の
本
殿
は
昭
和
天
皇
即
位
５
０
年

記
念
事
業
と
し
て
新
築
さ
れ
た
も
の
で
す
。

本
殿
の
奥
に
は
磐
座
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

馬
場
先
に
大
門
と
い
う
場
所
が
あ
り
、
田

宮
坊
太
郎
（
小
太
郎
）
が
仇
討
ち
を
果
た

し
た
場
所
と
言
い
伝
え
が
残
っ
て
い
ま
す
。 
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４ 

田
宮
坊
太
郎
の
墓 

 
田
宮
坊
太
郎
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
剣
豪
で
父
の
仇
討
ち
を
し
、
孝
子
の
手
本
と
し
て
全
国
で
有
名
と

な
り
、
わ
が
国
の
仇
討
ち
物
語
の
一
つ
と
し
て
名
を
あ
げ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
田
宮
坊
太
郎
物
語
が
作
品
に
な
っ
た
の
は
、
１
８
世
紀
に
上
演
さ
れ
た
歌
舞
伎
「
金
毘
羅
御
利
生

幼
稚
子
敵
討
」
が
最
初
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
も
と
に
浄
瑠
璃
「
金
毘
羅
御
利
生
敵
討
稚
物
語
」

が
上
演
さ
れ
、
そ
の
後
も
、
こ
の
物
語
を
題
材
に
し
た
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
が
繰
り
返
し
上
演
さ
れ
ま
し
た
。

金
刀
比
羅
宮
の
金
毘
羅
大
芝
居
で
も
し
ば
し
ば
上
演
さ
れ
、
近
代
に
も
映
画
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

こ
の
物
語
は
史
実
で
は
な
い
と
す
る
江
戸
時
代
の
記
載
も
あ
り
、
坊
太
郎
に
関
わ
る
古
跡
が
跡
付
け
で
作

ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
江
戸
時
代
に
有
名
な
物
語
で
あ
っ
た
こ

と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
す
。 

彼
の
詳
細
な
履
歴
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
物
語
に
よ
っ
て
、
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

讃
岐
国
丸
亀
藩
士
で
、
剣
道
指
南
役
で
あ
っ
た
父
・
源
八
郎
が
同
じ
藩
の
森
口
源げ

ん

太た

左ざ

衛
門

え

も

ん

に
彼
の
仕

官
の
妬
み
か
ら
、
闇
討
ち
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
時
、
源
八
郎
の
妻
の
お
な
か
に
は
彼
の
子
供
、
坊

太
郎
が
い
ま
し
た
。
父
の
亡
き
後
生
ま
れ
た
坊
太
郎
は
寺
に
預
け
ら
れ
ま
す
。
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
に
よ
れ

ば
こ
の
寺
は
志
度
寺
と
さ
れ
、
坊
太
郎
は
乳
母
の
お
辻
と
と
も
に
預
け
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

http://blog.fc2.com/tag/%C5%C4%B5%DC%CB%B7%C2%C0%CF%BA�
http://blog.fc2.com/tag/%BB%D6%C5%D9%BB%FB�
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そ
の
後
、
７
歳
で
父
の
死
の
話
を
聞
か
さ
れ
、
仇
討
ち
を
決
心
し

た
坊
太
郎
は
、
土
屋
に
連
れ
ら
れ
江
戸
に
行
き
、
柳
生
飛
騨
守
に
弟

子
入
り
し
て
新
陰
流
の
剣
を
学
び
ま
す
。
そ
し
て
、
免
許
皆
伝
し
た

１
７
歳
の
時
に
丸
亀
の
北
山
八
幡
社
の
境
内
で
仇
を
討
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。 

若
く
し
て
病
没
し
た
と
も
、
東
京
都
上
野
の
寛
永
寺
塔
頭
寒
松
院

に
も
墓
碑
が
あ
る
こ
と
か
ら
こ
こ
で
自
刃
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
詳
細
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
現
在
、
丸
亀
市
玄
要
寺
に
は
坊
太

郎
の
墓
と
さ
れ
る
朽
ち
果
て
た
五
輪
塔
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

た
だ
、
な
ぜ
国
分
八
幡
宮
の
南
東
斜
面
に
田
宮
坊
太
郎
の
墓
が
あ

る
の
か
は
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。 
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５ 

如
意
輪
寺
と
如
意
輪
寺
窯
跡 

 
如
意
輪
寺
は
、
国
分
寺
の
末
寺
で
、
天
正
年
間
に
は
そ
の
関
係
か
ら
退
転
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
無
住

で
、
そ
の
建
物
も
朽
ち
果
て
て
お
り
、
あ
る
種
の
歴
史
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。 

如
意
輪
寺
の
境
内
周
辺
で
は
軒
瓦
が
採
集
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
平
安
時
代
末
期
の
も
の

で
す
。
近
隣
の
如
意
輪
寺
公
園
の
整
備
事
業
の
際
に
瓦
窯
２
基
が
発
見
さ
れ
、
出
土
し
た
瓦
な
ど
か
ら
、

こ
れ
ら
の
窯

跡
は
如
意
輪

寺
付
属
の
瓦

窯
と
考
え
ら

れ
、
平
安
時

代
末
（
１
１

世
紀
末
）
頃

に
創
建
さ
れ

た
可
能
性
が

高
い
こ
と
が

如意輪寺出土瓦と同文瓦  
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明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
創
建
の
経
緯
な
ど
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
国
分
寺
、
鷲

じ
ゅ
う

峰
寺

ぶ

じ

と
と
も
に
古
い
歴

史
を
も
つ
国
分
寺
地
域
を
代
表
す
る
寺
院
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 
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６ 

如
意
輪
寺
の
ヤ
ブ
ツ
バ
キ 

 
如
意
輪
寺
の
境
内
に
あ
る
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
は
常
緑
広
葉
樹
で
、
日
本
の
代
表
的
な
野
生
種
の
も
の
と
は
異

な
り
、
交
配
種
で
は
な
い
か
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
。
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
は
、
幹
の
根
元
か
ら
複
数
の

枝
に
分
か
れ
て
大
き
く
枝
を
広
げ
て
い
ま
す
。
彼
岸
頃
に
深
紅
の
花
を
咲
か
せ
ま
す
。 

近
年
は
周
辺
環
境
の
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
樹
勢
が
衰
え
て
い
ま
す
。
合
併
以
後
、
樹
勢
を
と
り
も
ど
す

べ
く
、「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
か
み
は
」
の
方
々
の
支
援
で
、
土
壌
改
良
や
栄
養
剤
の
注
入
な
ど
、
様
々
な
方
法
が
試
み

ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
樹
勢
の
回
復
に
は
至
っ

て
い
ま
せ
ん
。 
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７ 

如
意
輪
寺
公
園
と
オ
ニ
バ
ス 

 
如
意
輪
寺
公
園
は
国
分
台
か
ら
南
東
に
の
び
る
尾
根
の
麓
に
位
置
し
、
国
分
寺
町
を
見
渡
す
絶
好
の
ロ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
り
、
市
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
公
園
整
備
時
に
は
山
越
池
の
北

岸
で
先
の
如
意
輪
寺
窯
跡
が
発
見
さ
れ
、
現
地
で
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。 

公
園
内
の
修
景
池

に
は
オ
ニ
バ
ス
が
繁
茂

し
、
美
し
い
花
を
咲
か

せ
ま
す
。
オ
ニ
バ
ス
は

一
年
生
の
水
生
植
物
で
、

浮
水
性
の
水
草
で
す
。

夏
ご
ろ
に
巨
大
な
葉
を

水
面
に
広
げ
ま
す
。
全

体
に
棘
が
生
え
て
お
り
、

オ
ニ
の
名
が
つ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
特
に
葉
の

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E8%8D%89�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89�
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表
裏
は
硬
く
鋭
く
基
本
的
に
は
水
中
で
の
閉
鎖
花
が
多
く
、
紫
の
花
を
咲
か
す
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

種
子
は
翌
年
に
発
芽
す
る
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
、
自
生
地
の
状
態
に
よ
っ
て
花
の
開
花
も
左
右
さ
れ
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
一
般
的
に
多
数
見
ら
れ
る
年
と
そ
う
で
な
い
年
と
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
。 
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