
　

先
月
、
下
野
国
分
寺
跡
が
史
跡
公
園
と
し

て
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
昭
和
50
年
代
か
ら

住
民
の
皆
さ
ん
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
昭
和

57
年
度
か
ら
県
教
育
委
員
会
の
範
囲
確
認
調

査
、
平
成
11
年
度
か
ら
の
町
・
市
教
育
委
員

会
に
よ
る
調
査
の
成
果
を
も
と
に
平
成
18
か

ら
25
年
度
ま
で
、
整
備
事
業
を
お
こ
な
い
ま

し
た
。
整
備
を
記
念
し
て
、今
回
か
ら
シ
リ
ー

ズ
で
下
野
国
分
寺
・
尼
寺
に
関
す
る
説
明
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

今
か
ら
約
１
３
１
０
年
前
の
こ
と
で
す
。

西
暦
７
０
１
（
大
宝
元
）
年
、
藤ふ

じ
わ
ら原

不ふ

ひ比
等と

や
下し

も
つ
け
の
あ
そ
ん

野
朝
臣
古こ

麻ま

ろ呂
た
ち
の
尽
力
で
「
大た

い
ほ
う宝

律り
つ
り
ょ
う
令
」（
国
の
制
度
）
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
頃
か
ら
「
日
本
」
と
い
う
国
号

が
使
わ
れ
始
め
、
古
墳
時
代
ま
で
の
「
ク
ニ
」

の
観
念
か
ら
脱
却
し
た
「
国
家
」
と
し
て
制

度
設
計
・
運
用
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

西
暦
７
１
０
（
和
銅
３
）
年
に
は
、
都
が

藤ふ
じ
わ
ら原

京き
ょ
うか

ら
平
へ
い
じ
ょ
う城

京き
ょ
うに

移
り
ま
し
た
。
天
平

年
間
の
初
め
頃
は
、
天
候
不
順
や
天
変
地
異

が
続
き
、
天
平
７
・
９
年
に
は
、
天て

ん
ね
ん
と
う

然
痘
や

飢き
き
ん饉

が
西
日
本
を
中
心
に
猛も

う
い威

を
振
る
い
ま

し
た
。
ま
た
、
こ
の
頃
、
東
北
地
方
の
い
わ

ゆ
る
蝦え

み
し夷

に
不
穏
な
動
き
が
あ
り
、
国
外
で

は
朝
鮮
半
島
の
新し
ら
ぎ羅
と
の
関
係
が
悪
化
し
て

い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
不
穏
な
世
情
の
中
、
７
３
９

年
３
月
に
釈し
ゃ
か
さ
ん
ぞ
ん
ぞ
う

迦
三
尊
像
の
造
像
と
大
だ
い
は
ん
に
ゃ
き
ょ
う

般
若
経

の
書
写
の
命
が
だ
さ
れ
、
７
４
０
年
６
月
、

諸
国
に
七
重
塔
の
造
塔
と
法ほ
け
き
ょ
う

華
経
写
経
の
命

が
下
さ
れ
ま
す
。

　

９
月
に
大だ
ざ
い
ふ

宰
府
少し
ょ
う
に弐（

次
官
）
の
職
に
あ
っ

た
藤ふ
じ
わ
ら
ひ
ろ
つ
ぐ

原
広
嗣
が
反
乱
を
起
こ
し
ま
す
。
広
嗣

は
不
比
等
の
孫
（
三
男
宇う
ま
か
い合

の
長
男
）
で
、

光こ
う
み
ょ
う明
皇こ
う
ご
う后
（
不
比
等
の
娘
・
聖
武
天
皇
の
皇

后
）
の
甥
に
あ
た
る
た
め
、
反
乱
は
藤
原
氏

に
と
っ
て
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
で
し
た
。
こ
の

反
乱
は
１
７
，
０
０
０
人
の
派
兵
に
よ
り
鎮

圧
さ
れ
た
、
奈
良
時
代
最
大
級
の
内
乱
と
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
７
４
０
（
天
平
12
）
年

12
月
に
は
恭く

仁に

京
（
京
都
府
南
部
）
へ
遷
都

が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
以
後
、
７
４
５

（
天
平
17
）
年
に
再
び
平
城
京
に
還
都
す
る
ま

で
、
紫し

香が

楽ら
き

宮
（
滋
賀
県
）、
難な

に
わ波

京
（
大
阪

府
）
を
転
々
と
し
、
庶
民
は
疲ひ

へ
い弊

し
ま
す
。

　

７
４
１
（
天
平
13
）
年
正
月
、
藤
原
氏
が

国
分
寺
丈じ
ょ
う
ろ
く六
仏
の
造
営
料
を
施せ
に
ゅ
う入
（
寄
附
）

し
ま
す
。
こ
の
造
営
料
は
藤
原
不
比
等
が
国

家
か
ら
賜
っ
た
五
〇
〇
〇
戸
の
封ふ

戸こ

（
給

与
）
の
う
ち
三
〇
〇
〇
戸
を
寄
付
し
た
も
の

で
、
こ
の
財
源
に
よ
り
全
国
官
寺
制
度
に
対

す
る
経
済
基
盤
が
整
い
ま
し
た
。
不
比
等
の

寄
付
の
背
景
に
は
、
広
嗣
の
乱
が
大
き
く
影

国
分
寺
建
立
の
時
代
背
景

新・下野市風土記

新
・
下
野
市
風
土
記

響
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の

中
、７
４
１
（
天
平
13
）
年
2
月
14
日
に
「
国

分
寺
建
立
の
詔
み
こ
と
の
り」
が
発
布
さ
れ
ま
す
。

　

詔
に
は
神
仏
に
よ
る
国
家
の
護ご

じ持
の
ほ
か
、

天
皇
・
皇
后
・
皇
太
子
と
そ
の
祖
先
や
親
族

の
安あ
ん
ね
い寧

、
反
逆
者
へ
の
懲
罰
な
ど
も
願
わ
れ

ま
し
た
。

　

７
４
０
（
天
平
12
）
年
に
は
、
河か

わ

内ち

国

知ち
し
き識
寺じ

に
聖
武
天
皇
と
光
明
皇
后
が
行
幸
し
、

知ち
し
き識

（
仏
事
や
公
共
事
業
の
た
め
に
資
財
や

労
力
を
提
供
し
て
仏
の
功
徳
を
受
け
る
こ
と
）

で
、
造
立
さ
れ
た
盧る

し
ゃ
な
ぶ
つ

舎
那
仏
を
拝
し
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
７
４
５

年
の
平
城
京
還
都
に
と
も
な
い
、
現
在
の
東

大
寺
が
建
立
さ
れ
総
国
分
寺
と
さ
れ
ま
し
た
。

光
明
皇
后
は
、
伝
領
し
た
故
不
比
等
（
父
親
）

の
旧
邸
宅
（
平
城
京
）
に
法ほ

っ
け
じ

華
寺
を
建
立
し
、

総
国
分
尼
寺
と
し
ま
し
た
。
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