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か
つ
て
南
光
寺
北
側
に
、『
月げ
っ

笑し
ょ
う

寺じ

』

と
い
う
寺
院
が
あ
っ
た
。
こ
の
寺
は
、

宮
之
馬
場
に
あ
っ
た
大
崎
郷
の
菩ぼ

提だ
い

寺じ

『
心し
ん

慶け
い

寺じ

』
の
隠い
ん

居き
ょ

寺で
ら

で
あ
っ
た
と
言い

わ

れ
て
い
る
。
開
山
の
年
代
は
不
明
で
あ

る
が
、
心
慶
寺
の
再さ
い

興こ
う

が
、
天て

ん

正し
ょ
う

年
間

（
１
５
０
０
年
代
末
）
と
推
測
さ
れ
、
か

つ
月
笑
寺
の
初
代
住
職
が
心
慶
寺
の
二
代

目
住
職
鷹お
う

岳が
く

宗そ
う

俊し
ゅ
ん

和お

尚し
ょ
う

と
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
１
６
０
０
年
代
初
頭
の
開
山
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

寺
は
明
治
の
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
失
わ

れ
た
が
、
研
修
セ
ン
タ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
の

東
側
に
あ
る
墓
地
の
一
角
に
ひ
っ
そ
り

と
不ふ

動ど
う

明み
ょ
う

王お
う

像
と
、
僧
侶
の
墓
が
あ
る
。

そ
の
墓
は
月
笑
寺
五
代
目
住
職
で
あ
る
禅ぜ
ん

勇ゆ
う

健け
ん

剛ご
う

和お

尚し
ょ
う

の
墓
で
あ
り
、
今
に
続
く
七

夕
の
『
精
霊
迎
え
』
を
提
唱
し
た
人
物
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
和
尚
の
生
没
年

代
は
不
明
で
あ
る
が
、
１
６
０
０
年
代
後

半
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
心
慶
寺
の
隠
居
寺
で
あ
っ
た

月
笑
寺
は
、
参
詣
者
も
少
な
く
さ
び
れ
た

寺
で
あ
っ
た
。
四
代
目
住
職
で
あ
っ
た
竜り
ゅ
う

山ざ
ん

孤こ

雲う
ん

和お

尚し
ょ
う

は
、
千
体
の
仏
像
を
描
い
て

本
堂
に
配
し
、
宣
伝
と
説
教
を
精
力
的
に

行
っ
た
が
、
効
果
は
上
が
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
五
代
目
健
剛
和
尚
は
、
旧
暦
の
７

月
７
日
に
開
か
れ
て
い
た
『
七
夕
市
』
に

着
目
し
、
一
計
を
案
じ
た
。

　

現
在
の
神
領
町
・
町
東
・
町
西
集
落
は
、

大
崎
郷
の
『
野の

町ま
ち

』
と
し
て
、
近
郊
住
民

の
必
要
物
資
を
調
達
す
る
場
所
で
あ
っ

た
。
江
戸
時
代
に
は
旧
２
月
27
日
の
『
み

の
市
』、
旧
７
月
７
日
の
『
七
夕
市
』、
旧

12
月
17
日
の『
籠
市
』と
27
日
の『
暮
れ
市
』

の
年
４
回
、
定
期
市
が
開
か
れ
て
い
た
。

七
夕
市
で
は
、
盆
用
品
や
盆
料
理
の
材
料

を
買
い
求
め
る
客
で
野
町
は
に
ぎ
わ
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

健
剛
和
尚
は
、
月
笑
寺
の
門
前
に
地
蔵

を
建
立
し
、
こ
の
七
夕
市
に
来
る
民
衆
に

対
し
、「
こ
こ
は
あ
の
世
へ
の
入
口
で
あ

る
。
お
盆
に
は
精せ

霊ろ

様さ
ぁ

が
こ
の
地
蔵
様
の

と
こ
ろ
か
ら
戻
っ
て
来
ら
れ
る
の
だ
か

ら
、
こ
こ
に
お
迎
え
に
来
な
さ
い
。」
と

辻
説
法
を
行
っ
た
。

　

以
後
、
市
に
来
た
民
衆
は
月
笑
寺
に
お

参
り
に
来
て
、
線
香
を
奉
り
、
精
霊
迎
え

を
す
る
こ
と
が
習
慣
と
な
っ
た
。
七
夕
市

は
平
成
に
な
っ
て
途
絶
え
て
し
ま
っ
た

が
、
現
在
で
も
精
霊
迎
え
だ
け
は
、
地
元

の
『
青せ
い

友ゆ
う

会か
い

』
の
方
々
に
よ
っ
て
守
り
続

け
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
精
霊
迎
え
に
ま
つ
わ
る
昔
話

が
あ
る
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
私
自
身
も
町

東
集
落
に
生
ま
れ
育
ち
な
が
ら
、
現
文
化

財
保
護
審
議
会
委
員
の
小お

野の

辰た
つ

男お

氏
か
ら

こ
の
昔
話
を
聞
く
ま
で
は
全
く
知
ら
ず
に

い
た
。

　

昔
、
月
笑
寺
の
近
く
に
年
老
い
て
病

気
が
ち
な
母
親
と
そ
の
息
子
が
住
ん
で

い
た
。
息
子
は
少
し
ば
か
り
物
覚
え
が

悪
か
っ
た
よ
う
で
、
自
ら
の
死
期
が
近
く

な
っ
た
こ
と
を
悟
っ
た
母
は
、
枕
元
に
息

子
を
呼
ん
で
、こ
の
よ
う
に
言
い
伝
え
た
。

　
「
私
が
死
ん
で
も
、
嘆
き
悲
し
ま
な
い

で
ほ
し
い
。
庭
の
隅
の
境
に
植
え
て
い
る

木
が
花
咲
く
時
は
、
お
盆
が
近
い
と
い
う

こ
と
だ
か
ら
、
そ
の
時
は
、
寺
に
行
っ
て

お
経
を
あ
げ
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
私

は
こ
の
世
に
戻
っ
て
く
る
か
ら
ね
。」
と
。

　
『
庭
の
隅
の
境
に
植
え
て
い
る
木
』
と

は
、『
む
く
げ
』
で
あ
っ
た
。
初
夏
〜
秋

ま
で
の
長
期
間
に
次
か
ら
次
へ
と
涼
や
か

で
優
し
い
大
輪
の
一
日
花
を
咲
か
せ
る
木

で
あ
る
。
こ
の
辺
り
で
は
、
７
月
か
ら
８

月
に
か
け
て
花
を
咲
か
す
。

　

息
子
は
「
む
く
げ
の
花
が
咲
く
頃
は
盆

近
し
」
と
唱
え
続
け
た
。
そ
し
て
誰だ
れ
ゆ
え由
と

無
く
、
地
域
の
人
々
が
む
く
げ
の
こ
と
を

『
ぼ
ん
ち
か
（
盆
近
花
）』
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
と
言
う
。

　

小
野
辰
男
氏
の
調
べ
に
よ
れ
ば
、
東
は

志
布
志
市
志
布
志
町
、
西
は
鹿
屋
市
大
姶

良
町
、
北
は
鹿
屋
市
輝
北
町
あ
た
り
ま
で

の
範
囲
で
『
ぼ
ん
ち
か
』
と
呼
ん
で
い
る

そ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
物
質
文
明
の
世
の
中
に
あ
っ
て
、

『
精
霊
』
と
は
架
空
の
産
物
と
思
う
人
は

少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
私
も
そ

の
一
人
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
私
達
は
祖
先
た
ち
に
よ
っ
て

こ
の
世
に
生
を
受
け
、
先
人
た
ち
が
培
つ
ち
か

っ

て
き
た
風
土
の
中
で
生
き
て
い
る
。
地
域

に
残
さ
れ
た
文
化
は
、
例
え
ば
「
精
霊
を

迎
え
る
」
と
い
う
風
習
を
通
じ
て
、
そ
れ

を
私
た
ち
に
伝
え
て
い
る
の
だ
。

　

盆
近
花
が
、
今
年
も
『
精せ

霊ろ

様さ
ぁ

』
の
訪

れ
を
告
げ
て
い
る
。
私
は
、
今
の
自
分
を

生
み
育
て
て
く
れ
た
『
せ
ろ
さ
ぁ
』
を
感

謝
の
心
で
お
迎
え
し
た
い
。

　

大
崎
町
埋
蔵
文
化
財
専
門
員【内

村
憲
和
】

「
月
笑
寺
の
精
霊
迎
え
と
盆
近
花
」

歴史を歩く ⑭
町文化財紹介コーナー

「月笑寺の精霊迎え
と盆近花」

月笑寺５代住職健剛和尚の墓（手前）

盆近花




