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そ
の
名
に
「
阿
弥
陀
如
来
の
光
が
満
ち

あ
ふ
れ
る
寺
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
る
満
光
寺
。
歴
史
を
遡
れ
ば
、
南
北

朝
末
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
天
台
宗

と
し
て
創
建
さ
れ
、
そ
の
後
に
浄
土
宗
と

な
り
上
野
・
不
忍
池
近
く
に
あ
っ
た
寺
院

が
、
寛
永
寺
の
造
営
に
伴
っ
て
現
在
の
東

尾
久
3
丁
目
に
移
転
し
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
由
緒
あ
る
古
刹
の
第
29
世
住

職
を
務
め
て
い
る
の
が
髙
田
昭
仁
さ
ん
で

す
。

　

髙
田
さ
ん
は
東
京
四
谷
の
西
念
寺
に
生

ま
れ
、
先
代
の
故
・
髙
田
隆
成
住
職
と
の

出
会
い
に
よ
っ
て
昭
和
45
年
か
ら
満
光
寺

に
務
め
る
こ
と
に
な
り
、
荒
川
区
と
の
関

わ
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
「
四
谷
か
ら
荒
川
に
来
て
、
山
の
手
と

は
違
う
人
情
の
厚
さ
、
親
し
み
や
す
さ
が

肌
に
あ
っ
て
、
荒
川
の
町
に
す
ぐ
に
馴
染

め
た
ん
だ
と
思
う
。髙
田
の
家
に
入
っ
て
、

親
父
（
先
代
）
は
地
域
で
も
い
ろ
い
ろ
活

動
し
て
い
た
ん
だ
が
、
役
所
で
も
ど
こ
で

も
、
必
ず
僕
を
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
運
転
手
を
し
て
た
っ
て

こ
と
だ
け
ど
（
笑
）。
今
思
え
ば
、
自
分

の
跡
を
継
が
せ
る
た
め
に
、
社
会
勉
強
を

う
ま
く
さ
せ
て
育
て
て
い
た
ん
だ
と
思
う

よ
」

　

現
在
髙
田
さ
ん
が
5
代
目
の
会
長
を
務

め
る
「
荒
川
史
談
会
」
を
創
設
し
た
の
も

先
代
の
隆
成
住
職
。「
荒
川
史
談
会
」
の

誕
生
の
き
っ
か
け
は
実
は
意
外
な
も
の
か

ら
と
伺
い
ま
し
た
。

　
「
荒
川
区
の
郵
便
局
に
は
風
景
入
り
の

ス
タ
ン
プ
印
が
な
い
の
で
ぜ
ひ
設
置
し
た

い
が
、
ど
ん
な
も
の
が
良
い
だ
ろ
う
か
と

親
父
に
相
談
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
郵
便

局
や
P
T
A
の
方
た
ち
と
資
料
を
集
め
た

り
話
し
合
っ
た
り
し
て
ス
タ
ン
プ
印
が
完

成
し
た
ん
で
す
が
、
せ
っ
か
く
皆
で
集

ま
っ
た
か
ら
と
、
先
代
が
中
心
に
な
っ
て

会
を
作
っ
た
そ
う
で
す
。
地
域
の
文
化
を

守
っ
て
伝
え
て
い
か
な
く
て
は
と
い
う
使

命
感
が
あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
」

　

昭
和
41
年
に
発
足
し
た
荒
川
史
談
会
は

昭
和
56
年
か
ら
荒
川
区
文
化
団
体
連
盟
に

加
盟
し
、
後
年
、
髙
田
さ
ん
は
そ
の
理
事

長
も
務
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
荒
川
史

談
会
の
会
員
は
現
在
1
0
0
名
ほ
ど
で

「
荒
川
を
愛
す
る
こ
こ
ろ
を
掘
り
起
こ
す
」

を
モ
ッ
ト
ー
に
史
跡
の
見
学
会
、
テ
ー
マ

を
決
め
て
町
の
文
化
・
歴
史
の
調
査
や
研

究
、
会
報
誌
の
発
行
、
年
1
回
の
研
究
発

表
会
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ひ
と
つ
の
郵
便
ス
タ
ン
プ
印
か
ら
荒
川

史
談
会
が
生
ま
れ
、
次
に
は
、
そ
の
会
が

き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
荒
川
区
な
ら
で
は

の
大
き
な
つ
な
が
り
と
成
果
が
生
ま
れ
て

い
き
ま
す
。

　

昭
和
52
年
に
東
京
都
で
江
戸
の
伝
統
工

芸
技
術
の
現
況
調
査
が
あ
り
、
荒
川
区
で

は
荒
川
史
談
会
が
中
心
と
な
っ
て
調
査
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
東
京
都
の
調
査
は
1
年

ほ
ど
で
終
了
し
た
の
で
す
が
、
区
は
引
き

続
き
調
査
を
続
け
、
そ
れ
が
伝
統
工
芸
技

術
の
保
護
・
普
及
活
動
の
原
点
と
な
り
ま

す
。
昭
和
54
年
の
時
点
で
1
0
4
名
の
伝

統
技
術
保
持
者
の
記
録
が
集
め
ら
れ
、
荒

川
区
と
史
談
会
の
共
催
で
「
あ
ら
か
わ
の

伝
統
技
術
展
」
が
開
催
さ
れ
る
運
び
と
な

り
ま
し
た
。

　
「
伝
統
工
芸
技
術
の
調
査
で
職
人
さ
ん

た
ち
を
訪
ね
、
皆
さ
ん
と
知
り
合
い
に

な
っ
た
の
で
声
が
か
け
や
す
く
、
協
力
が

得
ら
れ
ま
し
た
。
荒
川
区
に
は
多
く
の
職

人
さ
ん
と
技
術
が
あ
り
、
誇
れ
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。
多
く
の
区
民
の
皆
さ
ん
に
見

て
も
ら
い
、
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
の
教
育

に
も
活
用
し
て
い
き
た
い
と
い
う
目
的

で
、
昭
和
56
年
３
月
に
第
1
回
を
開
催
し

大
成
功
を
収
め
ま
し
た
」

　

さ
ら
に
、
こ
の
伝
統
技
術
展
が
き
っ
か

け
で
、
荒
川
区
伝
統
工
芸
技
術
保
存
会
が

生
ま
れ
、
第
6
回
目
か
ら
は
、
荒
川
区
教

育
委
員
会
、
荒
川
史
談
会
、
荒
川
区
伝
統

工
芸
技
術
保
存
会
の
3
者
の
共
催
と
な
り

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

髙
田
さ
ん
は
、
住
職
、
史
談
会
会
長
の

ほ
か
、
荒
川
区
教
育
委
員
会
の
教
育
委
員

と
し
て
も
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。現
在
は
、

教
育
委
員
会
を
代
表
す
る
教
育
委
員
長

（
2
回
目
）
と
し
て
、
区
内
34
校
の
小
・

中
学
校
の
行
事
や
公
開
授
業
・
研
究
発
表

等
の
機
会
を
捉
え
、
積
極
的
に
学
校
訪
問

を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

満
光
寺
の
境
内
は
昭
和
45
年
か
ら
ラ
ジ

オ
体
操
の
会
場
と
な
り
、
夏
休
み
だ
け
で

な
く
、
毎
年
5
月
の
連
休
明
け
か
ら
10
月

末
ま
で
、
毎
日
ラ
ジ
オ
体
操
の
会
が
開
か

れ
て
、
参
加
者
の
交
流
の
場
所
と
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
寺
の
門
前
で
昭
和
27
年

か
ら
始
ま
っ
た
縁
日
は
、
毎
月
9
の
付
く

日
に
催
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
す
で
に
50
余

年
を
迎
え
ま
し
た
。
子
ど
も
の
頃
縁
日
で

遊
ん
で
い
た
人
が
親
に
な
っ
て
今
度
は
そ

の
子
を
連
れ
て
来
た
り
、
中
に
は
孫
を
連

れ
て
来
る
人
や
他
の
地
域
に
住
ん
で
い
る

人
が
久
し
ぶ
り
に
訪
れ
た
り
と
、
縁
日
を

懐
か
し
む
人
が
結
構
多
い
そ
う
で
す
。

　

い
つ
も
髙
田
さ
ん
の
胸
に
あ
る
の
は
、

「
人
は
移
り
変
わ
る
が
寺
は
ず
っ
と
そ
こ

に
あ
る
。い
つ
で
も
寺
を
き
れ
い
に
し
て
、

地
元
の
た
め
に
働
く
こ
と
が
寺
の
仕
事

だ
」
と
い
う
先
代
の
言
葉
だ
そ
う
で
す
。

荒
川
と
い
う
地
域
を
愛
し
、
子
ど
も
た
ち

や
職
人
さ
ん
を
は
じ
め
、
荒
川
に
暮
ら
す

人
々
を
温
か
く
見
守
る
父
親
の
よ
う
な
大

き
な
存
在
が
、
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。

た
か
だ

あ
き
ひ
と

地域の想いを伝える寺であれ。
　　先代の言葉を守り実践する。
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