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ん 
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満
福
寺
が
開
か
れ
た

時
代
は
定
か
で
あ
り
ま

せ
ん
。
は
じ
め
は
下
檜

沢
に
作
ら
れ
、
少
な
く

と
も
享
徳
三
年
（
一
四

五
四
）
に
は
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き

ま
す
。
そ
の
当
時
、
現

在
の
満
福
寺
の
地
（
上

檜
沢
）
に
は
満
福
寺
の

末
寺
の
浄
因
寺
が
あ
り

ま
し
た
。

　

禅
宗
で
あ
っ
た
浄
因
寺
は
暦
応
二
年

（
一
三
三
九
）に
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
ま

す
。
そ
の
後
、
享
禄
三
年
（
一
五
三
〇
）

に 
宥  
慶  
法  
印 
と
い
う
僧
侶
に
よ
り
真
言
宗

ゆ
う 
け
い 
ほ
う 
い
ん

の
寺
と
し
て
再
興
さ
れ
ま
す
。
文
化
四
年

（
一
八
〇
七
）に
水
戸
藩
の
学
者 
小  
宮  
山  
楓 

こ 

み 
や
ま 
ふ
う

 
軒 
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た『
水
府
志
料
』

け
ん付

録
続
編
の
中
の「
常
州
那
珂
郡
檜
沢
村
満

福
寺
薬
師
堂
棟
札
之
写
」
に
よ
れ
ば
、
元

亀
三
年
（
一
五
七
二
）
十
月
八
日
、
白
雲
と

い
う
僧
侶
が
薬
師
如
来
堂
に
安
置
す
る
薬

師
如
来
像
を
新
造
し
た
と
さ
れ
ま
す（
棟
札

の
文
言
か
ら
、
像
で
は
な
く
堂
の
建
物
の

新
造
だ
っ
た
と
い
う
解
釈
も
あ
り
ま
す
）。

　

浄
因
寺
の
禅
宗
寺
院
時
代
の
本
尊
で

あ
っ
た
薬
師
如
来
が
、
真
言
宗
に
変
わ
る

と
き
に
薬
師
堂
を
作
っ
て
安
置
さ
れ
た
と
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浄
因
寺
か
ら
伝
わ
る
薬
師
堂
に
は
鎌
倉

時
代
後
半
の
作
と
な
る
薬
師
如
来
像
が
安

置
さ
れ
て
い
ま
す
。
ヒ
ノ
キ
材
の
一
木
造

で
座
っ
た
状
態
で
の
高
さ
は
七
十
一
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
。
ほ
ぼ
等
身
大
の
大
き

さ
で
す
。
※ 
院  
派  
風 
の
洗
練
さ
れ
た
作
風

い
ん 
ぱ 
ふ
う

で
、
強
い
後
ろ
盾
の
も
と
で
制
作
さ
れ
た

こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
仏
像
で
す
。

歴
史
民
俗
資
料
館
大
宮
館　
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か
み 
ひ 
ざ
わ 

ま
ん 
ぷ
く 
じ

推
定
さ
れ
ま
す
（
現
在
の
満
福
寺
の
本
尊

は
大
日
如
来
坐
像
）。

　

一
方
、
満
福
寺
は
寛
文
三
年
（
一
六
六

三
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
水
戸
藩
領
の
寺
院

開
基
帳
に
よ
れ
ば
、
享
徳
三
年
（
一
四
五

四
）
に
下
檜
沢
大
原
（
最
初
に
満
福
寺
が

建
て
ら
れ
た
地
）
の
鍛
冶
で
あ
っ
た
岡
崎

五
郎
左
衛
門
が 
宥  
真  
法  
印 
と
い
う
僧
侶
を

ゆ
う 
し
ん 
ほ
う 
い
ん

招
い
て
開
山
し
た
も
の
と
伝
わ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
水
戸
藩
が
お
こ
な
っ
た
寺
院

整
理
に
よ
っ
て
浄
因
寺
が
廃
寺
と
な
り
、

浄
因
寺
を
引
き
継
ぐ
形
で
満
福
寺
が
現
在

の
上
檜
沢
の
地
に
移
り
ま
し
た
。
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現
在
、
満
福
寺
の
境
内
に
は
市
指
定
文

化
財
と
な
っ
て
い
る
薬
師
堂
山
門
が
あ
り

ま
す
。
薬
師
堂
は
浄
因
寺
に
あ
っ
た
も
の

で
、
満
福
寺
が
建
て
ら
れ
る
際
に
も
浄
因

寺
の
一
部
と
し
て
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。

　

薬
師
堂
は
の
ち
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で

す
が
、
山
門
は
修
復
を
重
ね
現
在
に
至
る

も
の
で
す
。

　

屋
根
の
部
分
は
寛
政
期
（
十
八
世
末
か

ら
十
九
世
紀
初
め
頃
）、屋
根
よ
り
下
の
部

分
は
戦
国
時
代
末
の
天
正
期
（
十
六
世
紀

末
）
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　
 
切  
妻 
の
屋
根
は
板
葺
だ
っ
た
も
の
を
、

き
り 
つ
ま

現
在
は
ト
タ
ン
で
覆
っ
て
い
ま
す
。
ま
た

屋
根
の
下
の 
垂  
木 
は 
繁  
垂  
木 
で
、
古
い
形

た
る 
き 

し
げ 
た
る 
き

式
を
残
し
て
い
ま
す
。
門
な
ど
の
見
ど
こ

ろ
の
ひ
と
つ
で
あ
る 
蟇  
股 
（
木
組
を
支
え

か
え
る 
ま
た

る
部
分
）
に
は
猿
面
が
彫
ら
れ
、
他
で
は

見
る
こ
と
の
で
き
な
い
珍
し
い
造
り
と

な
っ
て
い
ま
す
。
猿
に
は
古
来
、
魔
除
け

の
意
味
合
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
た
め
で

し
ょ
う
。

▲春には枝垂れ桜が見事な満福寺

▲満福寺薬師堂山門（市指定文化財）

▲猿面の蟇股▲木造薬師如来坐像

※
院
派
と
は
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
の

仏
師
の
一
派
で
都
を
中
心
に
活
躍
し
ま
し
た
。


