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１上空から見た史跡相模国分寺跡の伽藍配置全景
（平成22年撮影）。中門跡（①）から向かって左に塔
（②）、右に金堂（③）、塔と金堂の背後に講堂（④）
を配し、塔と金堂を回廊などで囲む法隆寺式伽藍配
置がとられています。
２相模国分寺の軒

の き

丸
ま る

瓦
がわら

・軒
の き

平
ひ ら

瓦
がわら

の文様は、「創建（Ⅰ
期）」と「再建あるいは修理（Ⅱ期）」に使用された
と考えられる２種類があります。写真は創建期の軒
丸瓦で、塔の屋根の先端部にあったものと考えられ

ています。
３発掘調査中に出土し
た、塔の先端に取り付け
られた相

そ う

輪
り ん

の一部である
水
す い

煙
え ん

。水煙の模様は、残
存部分から幾何学的な模
様であったと推定されて
います。出土した水煙の
中には表面の鍍

と

金
き ん

が残る
保存状態の
良いものも
あり、これ
らは郷土資
料館「温故
館」で一般
公開されて
います。

　

現
在
、
歴
史
公
園
と
し
て
保
存
整
備

さ
れ
、
広
く
親
し
ま
れ
て
い
る
史
跡
相

模
国
分
寺
跡
（
国
分
南
１
‐
19
付
近
）

は
、
１
９
２
１
（
大
正
10
）
年
３
月
に

史
跡
と
し
て
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
今
号

で
は
、
天
平
の
昔
か
ら
続
く
相
模
国
分

寺
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

全
国
の
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
は
、
７

４
１（
天
平
13
）年
、
聖
武
天
皇
の「
国こ
く

分ぶ
ん

寺じ

建こ
ん
り
ゅ
う
の
み
こ
と
の
り

立
詔
」
を
受
け
て
建
立
さ
れ
た

も
の
で
、
相
模
国
分
寺
も
こ
の
詔
み
こ
と
の
りに

よ
っ
て
、
８
世
紀
中
頃
に
は
創
建
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

全
国
に
あ
る
国
分
寺
の
多
く
は
国
府

（
※
１
）
の
そ
ば
に
建
立
さ
れ
ま
し
た

が
、
相
模
国
分
寺
の
創
建
当
時
、
相
模

国
の
国
府
は
現
在
の
平
塚
市
に
あ
っ
た

●
解
説
・
相
模
国
分
寺
跡

【
伽が

藍ら
ん

（
建
物
）
配
置
】

　

奈
良
県
の
法
隆
寺
と
同
じ
く
、
東
側

に
金
堂
、
西
側
に
塔
、
北
側
中
心
に
講

堂
を
配
し
、
周
囲
を
中
門
・
回
廊
で
結

ぶ
「
法
隆
寺
式
」
と
い
う
配
置
を
と
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
全
国
の
国
分
寺
の

中
で
も
珍
し
い
配
置
で
、
相
模
国
分
寺

跡
の
ほ
か
、
下し
も

総う
さ

国
分
寺
跡
（
千
葉
県

市
川
市
）
で
し
か
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。

【
塔と

う

跡あ
と

】

　

国
分
寺
の
シ
ン
ボ
ル
と
言
え
る
も
の

で
、
高
さ
１
・
３
㍍
ほ
ど
の
基
壇
上
に

建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
塔
跡
は
整
備

さ
れ
、
現
在
は
基き

壇だ
ん

の
様
子
が
復
元
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
塔
は
古
代
建
築

学
か
ら
、
復
元
す
る
と
七
重
で
高
さ
が

65
㍍
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
海
老

名
中
央
公
園
に
は
、
七し
ち

重じ
ゅ
うの

塔と
う

の
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
金こ

ん

堂ど
う

跡あ
と

】

　

仏
像
を
安
置
し
た
建
物
の
跡
で
、
基

壇
が
残
っ
て
い
ま
す
。
36
個
あ
っ
た
礎

石
の
う
ち
、
基
壇
上
に
16
個
が
現
存
し

て
い
ま
す
。基
壇
は
塔
跡
と
は
異
な
り
、

周
囲
に
川
原
石
を
貼
り
付
け
た
外
装
で

し
た
。

　

歴
史
あ
る
ま
ち
に
暮
ら
す
私
た
ち
。

今
日
も
、
史
跡
相
模
国
分
寺
跡
で
は
子

ど
も
達
の
笑
い
声
が
響
い
て
い
ま
す
。

歴
史
遺
産
を
次
の
世
代
へ
受
け
継
い
で

い
く
た
め
に
は
、
わ
が
ま
ち
の
歴
史
を

知
り
、伝
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

史
跡
相
模
国
分
寺
跡
に
足
を
運
び
、
い

に
し
え
か
ら
続
く
営
み
に
思
い
を
馳
せ

な
が
ら
、
天
平
の
風
を
感
じ
て
み
ま
せ

ん
か
。

※
１　

国
府
（
こ
く
ふ
）
…
奈
良
～
平
安
時
代

の
各
国
に
お
け
る
政
治
的
中
心
都
市
。
政
務
を

行
う
施
設
（
国
庁
）
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

※
２　

壬
生
氏
（
み
ぶ
し
）
…
平
安
時
代
に
壬

生
直
黒
成
（
み
ぶ
の
あ
た
い
く
ろ
な
り
）
と
い

う
人
物
が
高
座
郡
の
役
人
（
郡
司
）
で
あ
っ
た

記
録
が
あ
り
ま
す
。

【
講こ

う

堂ど
う

跡あ
と

】

　

金
堂
と
ほ
ぼ
同
じ
規
模
で
、
高
さ
１

㍍
ほ
ど
の
基
壇
の
上
に
、
12
個
の
礎
石

が
現
存
し
て
い
ま
す
。

【
中

ち
ゅ
う

門も
ん

・
回か

い

廊ろ
う

跡あ
と

】

　

発
掘
調
査
で
は
、
中
門
の
基
礎
と
し

て
地
面
を
突
き
固
め
た
跡
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。

【
僧そ

う

坊ぼ
う

跡あ
と

】

　

僧
が
日
常
生
活
を
送
っ
た
建
物
で
、

東
西
に
長
く
広
が
り
を
持
っ
て
い
ま

す
。
発
掘
調
査
で
は
、
８
部
屋
が
確
認

さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
、
そ
の
位
置
を

平
面
表
示
し
て
い
ま
す
。

天
平
の
風
が
吹
く
場
所

史
跡
相
模
国
分
寺
跡
〈
国
指
定
史
跡
〉

問
教
育
総
務
課
☎（
２
３
５
）４
９
２
５

　

１
月
11
日
㈯
９
時
45
分
か
ら
、
史

跡
相
模
国
分
寺
跡
で
「
平
成
26
年
武

道
始
め
式
」
を
行
い
ま
す
。

　

歴
史
あ
る
地

で
、
市
内
６
団

体
の
演
武
者
が

迫
力
あ
る
演
武

を
披
露
し
ま
す
。

皆
さ
ん
ぜ
ひ
ご

来
場
く
だ
さ
い
。

１

２

３

海老名の史跡

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
国
府

か
ら
離
れ
た
場
所
に
国
分
寺
が
建
立
さ

れ
た
の
か
。
有
力
な
説
と
し
て
、
関
東

地
方
の
寺
院
建
立
に
深
く
関
わ
っ
て
い

た
壬
生
氏
（
※
２
）
が
高
座
郡
周
辺
を

拠
点
に
し
て
い
た
た
め
、
と
い
う
こ
と

が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

９
世
紀
に
入
り
、
相
模
国
分
寺
は
激

し
い
火
災
や
地
震
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
律
令

国
家
の
衰
え
と
と
も
に
、
相
模
国
分
寺

も
徐
々
に
衰
退
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、復
興
と
再
興
を
繰
り
返
し
、

相
模
国
分
寺
は
江
戸
時
代
に
現
在
の
場

所
に
移
り
ま
し
た
。
同
寺
境
内
の
鐘
し
ょ
う

楼ろ
う

に
は
、
鎌
倉
時
代
に
作
ら
れ
た
国
の
重

要
指
定
文
化
財
の
梵ぼ
ん

鐘し
ょ
うが
あ
り
ま
す
。


