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久
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寺

不
思
議
な
い
の
ち
を
生
き
て

ク
伝
灯
ク
を
守
り
継
ぐ
古
剰

お話を伺つた第十九世こ住職
高山 元智 師

「寺
院
め
ぐ
り
」
で
お
寺
様
に
伺
い
ま
す

と
、

多
く
の
寺
院
で
共
通
の
歴
史
と
し
て
お

話
に
の
ぼ
る
の
が

″清
洲
越
し
″
。

新
栄
に

あ
る

Ｃ
Ｂ
Ｃ
放
送
セ
ン
タ
ー
の
東
側
の

一

画
に
あ
る

『賢
隆
山
　
久
遠
寺
』
様
も

″清

洲
越
し
々
を
経
た
寺
院
の
ひ
と
つ
で
す
。

「寺
の
過
去
帳
に
は
中
果
開
山

・
浄
光
上

人
の
代
、

慶
長
十
五
年

（
一
六

一
〇
）
に

清
洲
五
条
橋
の
朝
日
郷
よ
り
移
る
と
あ
り

ま
す
。

そ
れ
以
前
は
、

諸
々
の
文
献
よ
り
伊

勢
国
の
楠

（く
す
）
城
下
に
あ
つ
て
、

永
禄

十
年

（
一
五
六
七
）
に
長
島

へ
移
転
し
、

さ

ら
に
元
正
元
年

（
一
五
七
三
）
に
清
洲
へ
と

移
っ
た
よ
う
で
す
。」

お
話
を
い
た
だ
い
た
の
は
第
十
九
世

・
高

山
　
一万
智
ご
住
職
で
す
。

「清
洲
で
は

″久
遠
山
見
立
寺
〃
、

ま
た

清
洲
越
し
後
は

″賢
隆
寺
々
と
称
し
た
そ
う

で
す
。

今
の
山
号
寺
号
に
改
め
た
の
が
宝
暦

十

一
年

（
一
七
六

一
）
で
、

浄
光
上
人
を
第

一
世
と
し
、

私
で
第
十
九
世
に
な
り
ま
す
。」

宗
派
は

『真
宗
高
田
派
』
。

初
め
て
の
紹

介
と
な
り
ま
す
が
、

二
重

・
津
市
に
あ
る
専

修
寺

（せ
ん
じ
ゅ
じ
）
を
本
山
と
す
る
浄
土

真
宗
の

一
派
で
、

久
遠
寺
様
は
そ
も
そ
も
が

高
日
本
山
の
直
末
寺
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

お
寺
が
あ
る
新
栄
辺
り
、

往
昔
は

「法
華

寺
町
」
と
い
っ
て
現
在
で
も
歴
史
あ
る
寺
院

が
点
在
し
て
い
ま
す
が
、

名
古
屋
大
空
襲
の

戦
災
を
経
て
後
、

大
小
の
ビ
ル
が
建
ち
並
ぶ

街
中
へ
と
様
相
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
れ
に
連
れ
、

お
寺
の
有
り
様
、

人
の
有
り

様
も
、

と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。

「今

″無
縁
社
会
〃
と
か
い
わ
れ
て
、

関

わ
り
を
持
た
な
い
、

持
ち
た
く
な
い
と
い
う

人
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

家
族
で
あ
っ
て
も

お
互
い
に
干
渉
し
な
い
、

お
寺
に
は
関
心
が

な
い
、

ま
し
て
他
人
は
な
お
さ
ら
、

と
い
う

ふ
う
に
で
す
ね
。
し
か
し
、

生
き
て
る
限
り

何
か
、

誰
か
と
関
わ
り
を
持

っ
て
い
る
の
が

人
な
ん
で
す
ね
。

で
、

私
が
い
つ
も
言
っ
て

る
の
は

『不
思
議
な
い
の
ち
を
生
き
て
い
る
』

と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。」

こ
の
言
葉
、

檀
家
の
皆
さ
ん
な
ら
ご
存
知

で
し
ょ
う
が
、

『久
遠
』
と
い
う
寺
報
に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
標
語
で
も
あ
り
ま
す
。

「人
は
誰
し
も
、

自
分
で
生
き
て
る
ん
じ
ゃ

な
い
、

い
ろ
ん
な
ご
縁
と
関
わ
っ
て
生
か
さ

れ
て
い
る
、

そ
の

″
い
の
ち
″
を
不
思
議
だ

な
あ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
だ
き
た

い
。

す
れ
ば
、

色
々
な
こ
と
に
関
心
を
持
ち
、

想
像
力
を
持
つ
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
よ
う

に
思
え
て
く
る
ん
で
す
。

現
代
は
、

そ
の
関

わ
り
や
ご
縁
を
想
像
す
る
こ
と
が
希
薄
に
な
っ

て
い
る
時
代
な
ん
で
す
ね
。」

久
遠
寺
様
は
、

戦
後
の
焼
け
野
原
だ
っ
た

境
内
地
に
昭
和
二
十
八
年
に
本
堂
を
再
建
、

次
い
で
庫
裡
、

書
院
を
整
備
し
、

平
成
十
七

年
に
は
新
庫
裡
も
建
立
さ
れ
て

〃伝
灯
″
を

守
り
継
い
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。
ご
住
職
に
よ

れ
ば

「仏
と
檀
家
の
お
か
げ
」
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
れ
す
な
わ
ち
、

檀
家
と
の
ご
縁

・

関
わ
り
を
大
事
に
し
て
こ
ら
れ
た
結
果
で
は

な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
す
。

「
そ
れ
だ
け
に
責
任
を
感
じ
て
い
る
し
、

こ
の

″伝
灯
″
を
消
さ
な
い
よ
う
に
す
る
の

が
自
分
の
存
在
を
問
い
続
け
る
事
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。」

ご
住
職
は
今
年
古
稀
を
迎
え
ら
れ
ま
す
が
、

久
遠
寺
の

〃伝
灯
″
は
次
の
世
代
、

ご
子
息

の
信
雄
さ
ん
に
も
し
つ
か
り
受
け
継
が
れ
つ

つ
あ
る
よ
う
に
実
感
い
た
し
ま
し
た
。

戦後まもなくの昭和28年 に再建された木造 「本堂」

繹聯111tもiとわ

境内をこ冥内しヽただいたこ子息の衆徒
高山 信雄さん

毎月開講される 「法話会」の様子

阿弥陀如来像を本尊とする本堂内部


