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国
分
寺
の
シ
ン
ボ
ル「
塔
」は
、

聖
武
天
皇
が
写
経
し
た「
金こ

ん
こ
う
み
ょ
う

光
明

最さ
い
し
ょ
う勝
王お

う
き
ょ
う経
」を
安
置
す
る
施
設
で
、

高
さ
1
・
3
㍍
ほ
ど
の
基き

壇だ
ん

の
上

に
建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
建
築

学
的
に
、高
さ
約
65
㍍
の
七し

ち
じ
ゅ
う
の
と
う

重
塔

だ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
現

在
、塔
跡
に
は
復
元
し
た
基
壇
が
、

海
老
名
中
央
公
園
に
は
３
分
の
１

ス
ケ
ー
ル
の〝
七
重
の
塔
〟の
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。

　
人
々
に
仏
教
の
教
え
を

広
め
た
り
、僧
が
仏
教
の

勉
強
を
し
た
建
物
。
金
堂

と
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
の
基

壇
に
、12
個
の
礎
石
が
現

存
し
て
い
ま
す
。

　
仏
像
が
安
置
さ
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
が

行
わ
れ
た
建
物
で
す
。

高
さ
約
１
㍍
の
基
壇

に
16
個
の
礎
石
が
現

存
し
て
い
ま
す
。

　

中
門
は
塔
や
金
堂

が
あ
る
敷
地
に
入
る

た
め
の
門
で
す
。
発

掘
調
査
時
の
土
の
状

態
か
ら
大
き
さ
を
推

定
し
て
い
ま
す
。

　

回
廊
は
儀
式
な
ど

の
時
に
僧
が
歩
く
廊

下
で
す
。
建
物
を
囲

む
よ
う
に
あ
り
、
礎

石
に
は
柱
が
あ
っ
た

痕
跡
が
残
っ
て
い
ま

し
た
。

　

僧
が
生
活
を
し
て
い

た
建
物
で
、東
西
に
細
長

く
建
て
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
発
掘
調
査
で
９
部

屋
が
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
現
在
は
、建
物
の
壁

と
柱
の
位
置
を
平
面
表

示
し
て
い
ま
す
。

　
歴
史
公
園
と
し
て
保
存
整
備
し
、広
く
親
し
ま
れ
て
い
る
史
跡
相
模
国
分
寺
跡
が

国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
こ
と
し
で
１
０
０
周
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
場
所
を
次
世

代
に
残
し
て
い
く
た
め
に
は
、私
た
ち
一
人
一
人
が
郷
土
の
歴
史
を
知
り
、伝
え
て
い

く
こ
と
が
大
切
で
す
。
史
跡
相
模
国
分
寺
跡
の
解
説
と
と
も
に
、こ
れ
ま
で
の
発
掘
調

査
の
成
果
、保
存
に
尽
力
し
た
人
物
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

国
指
定
史
跡
に
な
る
ま
で

国
指
定
１
０
０
周
年

史
跡
相
模
国
分
寺
跡

問
教
育
総
務
課
☎（
２
３
５
）４
９
２
５

　
「
史
跡
相
模
国
分
寺
跡
」は
、

８
世
紀
中
頃
に
創
建
さ
れ
た

寺
院
の
跡
地
と
し
て
江
戸
時
代

の
地
誌「
新
編
相
模
国
風
土
記

稿
」に
記
載
さ
れ
る
ほ
ど
、古

く
か
ら
知
ら
れ
る
遺
跡
で
す
。

　

今
か
ら
1
2
8
0
年
前
の

天
平
13（
7
4
1
）年
、聖
武
天

皇
に
よ
る「
国
分
寺
建こ

ん

立り
ゅ
う

の

詔み
こ
と
の
り」を

受
け
て
、全
国
60
余

国
に
国
分
寺
と
国
分
尼
寺
が

建
立
さ
れ
ま
し
た
。
疫
病
の
流

行
や
農
作
物
の
凶
作
な
ど
で

不
安
定
な
社
会
情
勢
の
中
、国

の
安
寧
を
仏
教
の
力
で
祈
ろ

う
と
し
た
も
の
で
す
。
聖
武
天

皇
は
詔
で「
建
立
場
所
は
国
華

に
ふ
さ
わ
し
い
好
所
を
選
ぶ

こ
と
」と
命
じ
、相
模
国
で
は

海
老
名
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
運

河
で
あ
る「
逆
川
」を
使
い
、

瓦
を
三
浦
半
島
の
窯
か
ら
運

ぶ
な
ど
、相
模
国
分
寺
の
建
立

は
国
を
挙
げ
て
の
大
規
模
な

事
業
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ

て
い
ま
す
。

　
９
世
紀
に
入
り
、激
し
い
地

震
や
火
災
に
見
舞
わ
れ
た
こ

と
や
政
治
体
制
の
弱
体
化
と

と
も
に
、相
模
国
分
寺
は
徐
々

に
衰
退
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ

の
後
、海
老
名
小
学
校
東
側
に

位
置
す
る
高
台
に
残
っ
て
い

た
と
い
わ
れ
る
薬
師
堂
が
現

在
の
相
模
国
分
寺
の
境
内
に

移
さ
れ
、再
興
さ
れ
た
と
伝
え

ら
れ
ま
す
。

　

明
治
・
大
正
時
代
の
研
究

で
塔
・
金
堂
・
講
堂
な
ど
の
礎

石
の
並
び
方
か
ら
奈
良
県
の

法
隆
寺
と
似
た
建
物
配
置
で

あ
る
こ
と
が
分
か
り
、大
正
10

（
1
9
2
1
）年
３
月
に
全
国

初
の
国
指
定
史
跡
と
な
り
ま

し
た
。

　東に金堂、西に塔、北に講堂
の建物配置は奈良県の法

隆寺と似ており、回廊
と築

つい

地
じ

塀
べい

で周囲を囲
ん で い ま す 。東 西
240m、南北300m
以上と全国の国分
寺跡の中でも有数
の規模です。
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