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甲
斐
国
分
寺
―
護
国・薬
師・史
跡
の
歴
史
―

　
笛
吹
市
一
宮
町
国
分
区
に
あ
る
史
跡
甲
斐
国

分
寺
跡
。そ
の
歴
史
は
、し
ょ
う
む
て
ん
の
う

聖
武
天
皇
が
、天
平
十

三
年（
七
四
一
）に
、全
国
六
〇
あ
ま
り
の
国
の
そ

れ
ぞ
れ
に
寺
を
一
つ
建
て
る「
国
分
寺
こ
ん
り
ゅ
う

建
立
の

詔
」を
発
布
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
ま
す
。

　
そ
の
命
令
に
応
じ
て
甲
斐
国
に
も
国
分
寺
が

建
て
ら
れ
、お
よ
そ
一
三
〇
〇
年
を
経
た
現
在
に

お
い
て
も
、そ
の
遺
構
や
遺
物
が
保
護
さ
れ
調

査・研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
こ
で
は
、最

新
の
発
掘
調
査
と
、本
展
覧
会
の
開
催
に
あ
た
り

実
施
し
た
古
文
書
調
査
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、

甲
斐
国
分
寺
の
歴
史
の一
端
を
紹
介
し
ま
す
。

甲
斐
国
分
寺
の
創
建

　
甲
斐
国
分
寺
は
、奈
良
時
代
に
聖
武
天
皇
の

命
令
に
よ
り
建
て
ら
れ
ま
し
た
。そ
の
創
建
の
背

景
の
一つ
に
、聖
武
天
皇
の
き
さ
き后・こ
う
み
ょ
う
こ
う
ご
う

光
明
皇
后
の
意

思
が
強
く
関
わって
い
ま
し
た
。

　「
国
分
寺
建
立
の
詔
」が
発
布
さ
れ
る
以
前
、

天
平
九
年（
七
三
七
）に
、九
州
と
京
都
で
て
ん
ね
ん
と
う

天
然
痘

が
流
行
し
ま
し
た
。光
明
皇
后
の
兄
弟
で
あ
る
藤

原
氏
四
人
を
含
む
、多
く
の
ち
ょ
う
て
い

朝
廷
の
役
人
が
亡

く
な
っ
た
こ
と
で
、政
務
が
停
止
し
ま
し
た
。当

時
、天
然
痘
は
仏
教
上
正
し
く
な
い
行
為
を
し

た
者
に
下
さ
れ
る
罰
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、政
争

の
な
か
で
皇
族
の
な
が  

や  

お
う

長
屋
王
を
死
に
追
い
や
っ
た
、

光
明
皇
后
へ
の
祟
り
と
噂
さ
れ
て
い
ま
し
た
。こ

う
し
た
天
然
痘
の
流
行
の
ほ
か
、凶
作
や
戦
乱
な

ど
の
政
治
情
勢
の
悪
化
に
対
し
て
、仏
教
の
力
で

日
本
を
守
る
た
め
に
国
分
寺
と
国
分
尼
寺
は
創

建
さ
れ
ま
し
た
。

　
甲
斐
国
分
寺
の
建
物
に
は
、本
尊
が
安
置
さ

れ
た
こ
ん
ど
う

金
堂
や
僧
侶
が
修
行
す
る
講
堂
、さ
ら
に
回

廊
や
七
重
塔
が
あ
っ
た
こ
と
が
発
掘
調
査
で
明

ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。と
く
に
七
重
塔
に
は
、聖

武
天
皇
の
勅
願
に
よ
り
書
写
さ
れ
た
、文
字
を
金

で
記
し
た『
こ
ん
こ
う
み
ょ
う
さ
い
し
ょ
う
お
う
き
ょ
う

金
光
明
最
勝
王
経
』が
安
置
さ
れ
、

「
国
分
寺
建
立
の
詔
」で「
国
華
」と
称
さ
れ
た

国
分
寺
の
な
か
で
一
番
重
要
な
建
物
で
し
た
。こ

の
経
典
は
、天
然
痘
が
沈
静
化
す
る
時
期
に
、朝

廷
の
祈
祷
で
転
読
さ
れ
て
お
り
、国
分
寺
の
正
式

名
称
の「
こ
ん
こ
う
み
ょ
う
し  

て
ん 

の
う 

ご 

こ
く  

の  

て
ら

金
光
明
四
天
王
護
国
之
寺
」の
由
来
で

も
あ
り
ま
す
。な
お
国
分
尼
寺
は
、『
法
華
経
』に

由
来
す
る
、「 

ほっ  

け  

め
つ 

ざ
い  

の  

て
ら

法
華
滅
罪
之
寺
」が
正
式
名
称
で

す
。

　
こ
れ
ら
を
建
築
す
る
た
め
に
は
、高
度
な
技
術

が
必
要
で
し
た
。そ
の
技
術
は
、一
族
が
東
大
寺

造
立
に
関
与
し
て
い
る

ふ
じ 

い 

の
む
ら
じ
え
ぶ
み

葛
井
連
恵
文
の
ほ
か
、山

口
忌
寸
佐
美
麻
呂
が
、甲
斐 

こ
く 

し
国
司
と
し
て
奈
良

の
都
か
ら
甲
斐
国
へ
来
た
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
ま

し
た
。と
く
に
佐
美
麻
呂
は
、全
国
の
国
分
寺
を

す統
べ
る
東
大
寺
の
建
設
に
関
わ
っ
て
い
た
人
物
で

す
。ま
た
甲
斐
国
の
有
力
者
で
は
、山
梨

ぐ
ん  

じ
郡
司
を

勤
め
た
大
伴
氏
や
か
い
の
く
に
の
み
や
つ
こ

甲
斐
国
造
の
祖
と
さ
れ
る
日

下
部
氏
な
ど
が
、建
築
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
甲
斐
国
分
寺
の
屋
根
に
は
、鬼
瓦
や
軒
丸
瓦
、

軒
平
瓦
な
ど
多
く
の
瓦
が
ふ葺
か
れ
て
い
ま
し
た
。

瓦
の
文
様
の一つ
と
し
て
、軒
丸
瓦
に
は「
素
弁
八

葉
蓮
華
文
」、軒
平
瓦
に
は「
き
ん
せ
い
か
ら
く
さ
も
ん

均
整
唐
草
文
」が

あ
り
ま
す
。甲
斐
国
分
寺
の
北
西
に
位
置
す
る

か
み
　
ど  

き    

い  

せ
き

上
土
器
遺
跡（
甲
府
市
）か
ら
は
、こ
れ
ら
と
同

型
の
瓦
が
出
土
し
て
お
り
、国
分
寺・国
分
尼
寺

に
瓦
を
供
給
し
た 

が  

よ
う

瓦
窯
の
一つ
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。ま
た
、初
期
の
甲
斐
国
分
寺
の
瓦
の
文
様

と
国
分
寺
創
建
以
前
か
ら
存
在
す
る 

て
ら
も
と 

は
い  

じ

寺
本
廃
寺

（
笛
吹
市
）の
瓦
は
、ど
ち
ら
も
く 

だ 

ら
百
済
系
と
さ
れ
ま

す
。そ
の
た
め
い
ず
れ
の
寺
院
の
造
立
に
も
、百

済
系
渡
来
人
が
関
与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、出
土
し
た
瓦
の
状
態
か
ら
、瓦
の
正
面

で
あ
る  

が 

と
う

瓦
当
に
文
様
を
つ
け
る
型
枠
が
摩
耗
し

た
場
合
に
、仕
上
が
り
を
ヘ
ラ
な
ど
で
修
正
し
た

り
、あ
る
い
は
型
枠
を
補
強・補
修
し
た
り
し
な

が
ら
、大
量
の
瓦
が
作
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

　
こ
の
ほ
か
に
、金
堂
か
ら
講
堂
の
正
面
に
か
け

て
石
敷
で
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
。こ
う
し
た
石
敷
は
、全
国
の
国
分
寺
の

な
か
で
も
珍
し
く
、史
跡
甲
斐
国
分
寺
跡
の
特

徴
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

史
跡
甲
斐
国
分
寺
跡
へ
の
道
の
り

　
明
治
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、聖
武
天
皇
に

よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
と
い
う
由
緒
が
重
要
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。明
治
に
入
る
と
多
く
の
寺
院
は
、

徳
川
家
か
ら
与
え
ら
れ
た
寺
領
と
そ
れ
を
保
障

し
た
朱
印
状
を
明
治
政
府
に
没
収
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
甲
斐
国
分
寺
は
、徳
川
家
の
朱
印
状
は

没
収
さ
れ
た
も
の
の
、皇
室
ゆ
か
り
の
寺
院
の

「
ち
ょ
く
が
ん
も
ん
ぜ
き

勅
願
門
跡
」で
あ
る
た
め
、御
朱
印
地
分
の
寺

領
は
そ
の
ま
ま
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
明
治
四
十
五
年（
一
九
一二
）の
三
月
二
十
七
日

か
ら
四
月
四
日
ま
で
、こ
う 

た
い  

し

皇
太
子（
の
ち
の
大
正
天

皇
）が
山
梨
県
に
ぎ
ょ
う
け
い

行
啓
し
た
と
き
は
、国
分
寺
は

皇
太
子
が
訪
れ
る
こ
と
を
願
い
出
ま
し
た
が
、叶

え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。し
か
し
、記
念
の
た
め
に

勅
願
門
跡
の
旨
を
記
し
た
石
碑
が
建
て
ら
れ
、今

も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、こ
の
と
き
薬
師
如

来
が
開
帳
さ
れ
、新
た
に
下
馬
札
と
薬
師
如
来
の

御
札
が
刷
ら
れ
ま
し
た
。そ
の
版
木
は
現
在
も
国

分
寺
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。版
木
の
裏
面
に
は
、

皇
太
子
が
山
梨
県
を
訪
れ
た
、三
月
二
十
七
日

か
ら
四
月
二
日
ま
で
、開
帳
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
大
正
八
年（
一
九
一
九
）に
史
蹟
名
勝
天
然
記

念
物
保
存
法
が
施
行
さ
れ
、国
の
指
定
以
外
に
、

県
に
よ
る
史
跡
の
仮
指
定
が
可
能
に
な
っ
た
た

め
、山
梨
県
は
、大
正
十
年（
一
九
二一
）に
国
分
寺

を
史
跡
に
し
ま
し
た
。同
年
八
月
に
は
、内
務
省

の
調
査
官
し
ば
た
じ
ょ
う
け
い

柴
田
勝
恵
が
国
の
史
跡
指
定
の
た
め

に
国
分
寺
へ
調
査
に
来
て
い
ま
す
。そ
の
結
果
、翌

大
正
十
一
年（
一
九
二
二
）に「
甲
斐
国
分
寺
跡
」

は
、内
務
省
か
ら
山
梨
県
最
初
の
国
史
跡
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、大
正
十
年
十
二
月
に
、柴
田
氏
に
よ
って

国
分
尼
寺
跡
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の

調
査
は
、一
宮
尋
常
高
等
小
学
校（
現
一
宮
西
小

学
校
）の
校
長
で
、郷
土
史
家
で
あ
っ
た
水
上
文

淵
が
、国
分
尼
寺
跡
の
礎
石
と
瓦
の
拓
本
を
、柴

田
氏
へ
提
供
し
た
こ
と
が
契
機
に
な
って
い
ま
す
。

し
か
し
、こ
の
と
き
国
分
尼
寺
は
史
跡
に
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、大
正
十
年
二
月
に
、山
梨
県
が
史

跡
の
管
理
と
保
存
費
の
補
助
制
度
を
開
始
し
た

こ
と
を
う
け
て
、国
分
寺
は
そ
の
補
助
金
を
申
請

し
て
い
ま
す
。し
か
し
、制
度
の
趣
旨
と
し
て一
般

人
へ
の
文
化
財
保
護
意
識
の
醸
成
を
目
指
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、国
分
寺
は
補
助
金
を
檀
徒
信
徒

の
寄
附
で
賄
な
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
と
き
、国
分
寺
が
保
存
の
対
象
と
し
た
の

は
、金
堂
と
七
重
塔
の
礎
石
で
し
た
。と
く
に
七

重
塔
に
つ
い
て
は
、現
在
、自
由
に
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、当
時
は
石
積
を
築
い
て
、木
材
と
有

刺
鉄
線
で
囲
い
、標
札
を
建
て
て
い
た
様
子
が
写

真
か
ら
わ
か
り
ま
す
。こ
の
ほ
か
、維
持
管
理
の

た
め
に
芝
刈
り
な
ど
清
掃
の
補
助
金
も
申
請
し

て
お
り
、史
跡
と
し
て
保
存
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
補
助
金
は
、国
分
寺
の
住
職
を
中

心
に
、寺
の
経
営
な
ど
に
携
わ
っ
て
い
た
檀
徒
た

ち
に
よ
って
管
理・運
用
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
昭
和

五
年（
一
九
三
〇
）頃
ま
で
に「
史
蹟
国
分
寺
保

存
会
」が
発
足
し
て
お
り
、会
も
含
め
た
形
で
史

跡
の
保
存
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。一
宮
村
の
少
年

団
が
芝
刈
り
を
し
た
り
、青
年
団
が
史
跡
保
存

活
動
の一つ
と
し
て
国
分
寺
の
標
札
を
建
て
る
な

ど
、地
域
の
人
た
ち
も
保
存
活
動
に
参
加
し
て
い

ま
す
。こ
う
し
た
地
域
住
民
を
中
心
と
し
た
史

跡
保
存
の
あ
り
よ
う
は
、第
二
次
世
界
大
戦
が
激

化
し
て
い
く
昭
和
十
七
年（
一
九
四
二
）頃
に
、人

手
不
足
に
よ
り
檀
徒
が
寺
院
経
営
か
ら
手
を
引

い
た
た
め
、縮
小
し
て
いっ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
戦
争
が
終
わ
っ
た
の
ち
、昭
和
四
十
五
年（
一
九

七
〇
）に
、道
路
拡
張
の
た
め
に
山
梨
県
が
発
掘

調
査
を
行
っ
て
以
降
は
、一
宮
町
が
主
体
と
な
り

史
跡
整
備
に
伴
う
発
掘
調
査
が
進
め
ら
れ
ま
し

た
。こ
の
よ
う
な
調
査
研
究
は
、平
成
十
六
年（
二

〇
〇
四
）の
合
併
に
よ
り
誕
生
し
た
笛
吹
市
に
引

き
継
が
れ
る
と
と
も
に
、現
在
は
史
跡
整
備
に
向

け
た
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
、そ
れ
に
伴
う
活
用

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
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み
こ
と
の
り

そ  

べ
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は
ち

よ
う
れ
ん  

げ  

も
ん

瓦の型枠の劣化が進み、外区がつぶ
れているほか、中心部の文様にキズ
が生じている。ヘラで刺してひび割れ
を補修するが、なおひび割れている。

し  

せ
き 

め
い
し
ょ
う
て
ん 

ね
ん 

き

ね
ん 

ぶ
つ  

ほ  

ぞ
ん 

ほ
う

 きんせいからくさもんのきひらかわら

均整唐草文軒平瓦　奈良時代 護国山国分寺蔵
唐草文が中心飾りから左右対称に4回転する。平城
宮の瓦の影響を受けた、甲斐国独自の文様。

写真「
 こくぶん  じ しちじゅうのとうそせき

国分寺七重塔礎石」　
（出典：水上文淵『史蹟名勝天然物 一』）
大正12年（1923）頃　山梨県立博物館蔵
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ず 
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み 

ぶ
ん

え
ん



甲
斐
国
分
寺
の
再
興
と
薬
師
信
仰

　
平
安
時
代
の
甲
斐
国
分
寺
に
つ
い
て
は
、あ
ま

り
詳
細
な
記
録
が
あ
り
ま
せ
ん
。な
お
、鎌
倉
時

代
の
歴
史
書
で
あ
る『 

あ 

づ
ま
か
が
み

吾
妻
鏡
』に
は
、全
国
の
国

分
寺
の
動
向
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
お
り
、そ
こ
か

ら
、文
治
二
年（
一一
八
六
）に
東
海
道
諸
国
の
国

分
寺
の
損
壊
状
況
の
調
査
、建
久
五
年（
一一
九

四
）に
鎌
倉
近
国
の
国
分
寺
の
修
繕
、寛
喜
三
年

（
一二
三
一
）に
風
雨・す
い
か
ん

水
旱
な
ど
の
災
難
除
け
の
た

め
に
、最
勝
王
経
の
転
読
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。お
そ
ら
く
甲
斐
国
分
寺
も
同
様
な

状
況
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　
さ
て
、国
家
を
守
る
た
め
に
祈
り
を
捧
げ
る
大

事
な
役
割
を
担
っ
た
甲
斐
国
分
寺
で
し
た
が
、建

長
七
年（
一
二
五
五
）の
火
災
に
よ
っ
て
、建
物
は

焼
失
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
の
再

興
の
経
緯
は
、『
由
緒
書
』（
慶
応
四
年（
一
八
六

八
）成
立
）や『
取
調
書
』（
明
治
二
十
八
年（
一
八

九
五
）成
立
）な
ど
に
よ
る
と
、奇
跡
的
に
焼
失
を

免
れ
た
本
尊
で
あ
る
薬
師
如
来
の
仏
像
は
、十
年

後
に
郷
里
の
信
徒
が
建
て
た
小
堂
に
安
置
さ
れ

た
よ
う
で
す
。ま
た
、応
安
年
間（
一
三
六
八
―

一
三
七
五
）に
し
ゅ
う
ざ
ん
け
つ

秀
山
傑
が
住
職
に
な
り
、文
安
年

間（
一
四
四
四
―
一
四
四
九
）の
再
度
の
焼
失
を
経

て
、永
禄
年
間（
一
五
五
八
―
一
五
七
〇
）に
武
田

信
玄
が
再
建
し
て
い
ま
す
。

　
実
際
に
、至
徳
四
年（
一
三
八
七
）ま
で
に
秀
山

傑
が
、国
分
寺
の
住
職
で
あ
る
こ
と
が『
塩
山
抜

隊
語
録
』か
ら
確
認
で
き
ま
す
。ま
た
、長
享
三

年（
一
四
八
九
）に
河
村
信
貞
が
広
厳
院（
笛
吹

市
）へ
寄
進
し
た
土
地
は
、「
は
や 

し
べ

林
辺
」（
林
部
）の
う

ち
で「
国
分
田
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。奈
良
時

代
に
甲
斐
国
分
寺
が
建
立
さ
れ
た
地
は
、「
は 

や 

し
林
戸

郷
」で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、中
世
に
は
国

分
寺
の
田
地
の
一
部
が
、寺
領
か
ら
離
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。そ
の
後
、武
田
信
玄
が
再
興

し
た
こ
と
を
裏
付
け
る
、武
田
勝
頼
の  

こ  

も
ん 

じ
ょ 

古
文
書

が
国
分
寺
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
内
容
は
、

勝
頼
が
国
分
寺
の
住
職
か
い
が
く
し
ゅ
う
え
つ

快
岳
宗
悦
に
対
し
て
、

父
信
玄
が
与
え
た
二
二
貫
文
の
寺
領
を
保
護
す

る
こ
と
を
約
束
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
再
興
の
な
か
で
薬
師
堂（
小
堂
）が

建
て
ら
れ
た
場
所
は
、創
建
時
に
金
堂
が
あ
っ
た

場
所
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
って
い
ま
す
。

　
薬
師
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
薬
師
如
来
は
、三

三
年
に一
度
か
い
ち
ょ
う

開
帳
す
る
秘
仏
で
す
。開
帳
す
る
と

き
は
、国
分
村
の
領
主
で
あ
る
田
安
徳
川
家
の
代

官
所
へ
届
出
を
行
い
、甲
府
の
ふ
だ
つ
じ

札
辻（
現
甲
府
市

中
央
信
号
交
差
点
）に
開
帳
す
る
旨
を
伝
え
る

立
札
を
す
る
こ
と
で
、甲
府
か
ら
国
分
寺
へ
参
詣

者
が
集
ま
る
よ
う
に
促
し
て
い
ま
す
。そ
う
し
て
、

人
々
が
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、国
分
寺
周
辺
の
地

域
が
賑
わ
い
経
済
活
動
が
活
発
に
な
り
、村
々
の

発
展
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。　

　
ま
た
、国
分
寺
の
境
内
に一
塔
だ
け
あ
る
石
で

で
き
た
塔
の『
や
く 

し 

き
ょ
う
せ
き
ど
う

薬
師
経
石
當
』は
、側
面
に「
当
邑

永
代
疫
神
悉
除
祈
攸
」と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、国
分
村
か
ら
疫
病
を
祓
う
た
め
に
建
て
ら
れ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。そ
の
下
か
ら
は
、一つ
の

小
石
に『 

や
く 

し   

る    

り 

こ
う 

に
ょ 

ら
い 

ほ
ん
が
ん 

く 

ど
く
き
ょ
う

薬
師
瑠
璃
光
如
来
本
願
功
徳
経
』に
記

載
さ
れ
て
い
る
、漢
字
一
文
字
を
書
い
た「
一
字
一

石
経
」が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
文
字
は
僧

侶
が
書
い
た
と
思
わ
れ
る
き
れ
い
な
字
以
外
に
、

拙
い
字
も
あ
り
、僧
侶
だ
け
で
な
く
様
々
な
立
場

の
人
々
が
、経
石
に
字
を
書
い
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　
薬
師
如
来
は
、国
分
寺
の
み
な
ら
ず
、国
分
村

に
と
っ
て
も
重
要
な
位
置
を
し
め
る
も
の
で
あ

り
、広
く
信
仰
を
集
め
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ

れ
ま
す
。
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 こく  ぶ むら

国分村・
 かね がわ ばら  むらさかいむら

金川原村境村絵図　江戸時代 一宮町国分区蔵
江戸時代の国分寺の姿が描かれている村絵図。金川からの用
水路沿いに人家が立ち並んでおり、国分寺周辺がある程度栄
えていたようすがうかがえる。

 やく  し きょうせき

薬師経石
文政10年（1827）
護国山国分寺蔵
写真提供：笛吹市教育委員会

鐘楼門

❷ 金堂基壇・正面の石敷
金堂の基壇を構成する石列とともに、
平坦な石が敷きつめられているようす。
回廊内側の広場には平坦な自然石が敷
かれていたものと思われ、「石の寺」と
の異名があったのも頷ける。

❶ 講堂正面のようす
講堂の正面3か所に階段が設置され、
建物の前面には平坦な石が敷きつめら
れていた。金堂と講堂の間は石敷の広
場となっており、儀礼空間とされてい
たと考えられる。

七重塔
七重塔の礎石は金堂や講堂と異なり、石
を加工し、柱の台を造り出している。これ
は七重塔を特別な建物として荘厳化する
意図があったからと考えられる。

七重塔

回　廊

講　堂

金　堂

薬師堂 本　堂
庫　裏

回　廊

❶

❷

❸

❸ 薬師経石當と薬師経石の埋納のようす
石塔の下には一字一石経4,896点が埋め
られていた。薬師経典に使用されている文
字が、一つの石に一文字ずつ墨書されて
いる。薬師経の一字一石経は全国的にも
希少な事例である。

□……創建期の遺構
□……江戸時代の遺構

※発掘状況の写真はすべて笛吹市教育委員会蔵

たけ   だ  かつ より はん もつ

武田勝頼判物　天正４年（1576）
護国山国分寺蔵
武田勝頼が信玄の時と同じように寺領を保障
することを伝えた古文書。信玄は国分寺を再
興することで、周辺地域の民政の安定を目指
したと考えられる。

 やく   し  さん ぞん ぞう

薬師三尊像と
  ず    し

厨子
年代不明
護国山国分寺蔵
中央に

 やく    し     にょ  らい    ざ    ぞう

薬師如来坐像、脇侍
に

 にっ  こう     ぼ   さつ

日光菩薩立像、
 がっ   こう    ぼ    さつ

月光菩薩
立像が配されている。普段
は厨子に納められ、33年に
１度開帳される。厨子の五
七桐紋と菊紋は、大正11
年（1922）の内務省の史
跡指定とほぼ同時に、宮内
省から使用が許された。

史跡甲斐国分寺跡上空写真
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