
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誌
上
法
話
⑭ 

以
西
ふ
る
さ
と
め
ぐ
り
⑨ 

活
動
紹
介
➇
「
お
大
師
講
」 

声
・
の
ん
の
ん
さ
ま
⑦ 

イ
ベ
ン
ト
情
報
・
お
知
ら
せ 

 

発
行
：
曹
洞
宗
大
梁
山
清
元
院 

住
職 

井
上
英
之 

佛
歴
二
五
六
七
年 

令
和
６
年
３
月
８
日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

以西ふるさとめぐり⑨  「以西
い さ い

」の地名由来 ～奈良時代から江戸時代～ 

こ
の
清
元
院
が
あ
る
以
西(

い
さ
い)

地
区
が
な
ぜ
「
い
さ
い
」
と

い
う
変
わ
っ
た
読
み
方
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
か
知
っ
て
い
ま
す

か
？ 

以
西
地
区
の
呼
び
名
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 ■
奈
良
時
代
（
約
１
３
０
０
年
前
）
に
は
成
美
・
以
西
一
帯
は
「
荒

木
の
郷
」（
あ
ら
き
の
ご
う
）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
荒
れ
地
で
樹

木
の
少
な
い
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
す
。
樹
木
が
繁
る
豊
か
な
土
地

に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
大
森
大
明
神
を
祀
る
大
森
神
社
（
竹
内
部

落
）
が
作
ら
れ
ま
し
た
。 

■
鎌
倉
時
代
（
約
８
０
０
年
前
）
に
は
「
以
賽
」
と
書
き
「
い
さ
い
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
承
久
の
乱
の
こ
ろ
、
池
田
王
の
子

孫
が
池
田
以
賽
守(

い
さ
い
の
か
み)

と
な
り
、
分
乗
寺
に
居
住
し
、

後
に
竹
内
の
神
主
屋
敷
に
移
り
住
ん
だ
と
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。 

■
江
戸
時
代
中
期
（
約
３
０
０
年
前
）
の
赤
碕
の
中
心
は
、
北
前
船

が
寄
港
す
る
菊
港
で
、
大
変
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
以
西
か
ら
菊

港
に
至
る
道
は
通
称
「
海
蔵
寺
道
」（
か
い
ぞ
う
じ
み
ち
）
と
呼
ば
れ
、

清
元
院
と
菊
港
近
く
の
海
蔵
寺
を
ほ
ぼ
直
線
で
結
ぶ
山
の
上
の
道

で
し
た
。
こ
の
道
を
境
と
し
て
、
東
側
の
八
橋
・
上
郷
方
面
を
以
東

郷
、
西
側
の
以
西
・
成
美
方
面
を
「
以
西
郷
（
い
さ
い
の
ご
う
）」
と

呼
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。 

■
こ
の
こ
ろ
記
さ
れ
た
『
伯
耆
民
談
記
』
の
中
で
は
「
以
西
郷
14

ヶ

村
（
大
父
、
大
熊
、
山
川
、
国
実
、
今
治
、
高
木
、
金
屋
、
竹
内
、

今
在
家
、
出
上
、
分
乗
寺
、
水
口
、
大
石
、
福
留
村
）
」
と
記
述
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
以
西
と
は
現
在
の
以
西
地
区
か
ら
日

本
海
に
向
か
っ
て
、
山
陰
道
の
琴
浦
船
上
山
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の

あ
る
福
留
ま
で
を
指
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

■
現
在
の
以
西
地
区
の
範
囲
が
定
め
ら
れ
た
の
は
、
歴
史
の
中
で
は

ご
く
最
近
の
明
治
時
代
（
約 

１
６
０
年
前
）
に
な
っ
て
か 

ら
で
す
。 

千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、 

勝
田
川
沿
い
の
広
い
範
囲
を 

指
し
て
し
て
「
い
さ
い
」
と 

呼
ん
で
い
た
の
で
す
。 

 
 

 
約
８
０
０
年
前
に
大
本
山
永
平
寺
を
開
か
れ
た
道
元
禅
師
様
は
、「
修
証
義
」
と
い
う

お
経
の
中
で
、 

「
あ
な
た
と
い
う
人
は
、
世
界
中
に
た
っ
た
一
人
の
自
分
で
す
。
今
と
い
う
時
は
、
一
生
に

た
っ
た
一
度
し
か
な
い
瞬
間
で
す
。大
切
に
丁
寧
に
歩
ん
で
く
だ
さ
い
。」 

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。 

命
と
瞬
間
を
大
切
に
生
き
る
と
は
、言
い
換
え
る
と
「
人
生
を
楽
し
む
」
こ
と
だ
と
私

は
思
う
の
で
す
。
心
か
ら
楽
し
い
、
う
れ
し
い
、
幸
せ
、
安
心
と
感
じ
る
こ
と
だ
け
で
な

く
、
苦
し
く
つ
ら
い
こ
と
を
乗
り
越
え
た
先
に
あ
る
満
足
感
、
達
成
感
、
喜
び
も
ま
た
人

生
を
楽
し
む
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

で
も
「
楽
し
む
」
こ
と
を
邪
魔
す
る
の
も
自
分
で
す
。
仏
教
で
は
そ
れ
を
「
三
毒
」
と

言
い
ま
す
。
三
毒
と
は
・・・ 

・貪
（
と
ん
）…

も
っ
と
も
っ
と
と
自
分
の
手
に
入
れ
た
い
も
の
を
貪
る
欲
望 

・瞋
（
じ
ん
）…

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
怒
り
に
任
せ
自
分
を
見
失
う
こ
と 

・痴
（
ち
）…

‥

恨
み
、ね
た
み
、
憎
む
愚
か
な
心 

                                

三
毒
は
自
分
の
身
と
口
と
心
か
ら
生
ま 

れ
て
き
ま
す
。同
じ
言
葉
を
耳
に
し
て
も
、 

怒
る
人
も
い
れ
ば
、
自
分
を
振
り
返
る
良 

い
機
会
を
も
ら
っ
た
と
思
う
人
も
い
ま
す
。 

す
べ
て
自
分
の
受
け
止
め
方
次
第
な
の
で 

す
。こ
の
世
で
一
番
思
い
通
り
に
な
ら
な
い 

も
の
は
人
で
す
。で
す
か
ら
批
判
し
た
り 

愚
痴
を
言
い
た
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も 

あ
る
で
し
ょ
う
。 

 

そ
ん
な
時
は
、そ
の
気
持
ち
は
人
の
せ
い 

で
は
な
く
「
自
分
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
い 

る
ん
だ
。」
「
そ
ん
な
気
持
ち
は
捨
て
て
し 

ま
え
！
」
と
思
っ
て
み
る
と
、あ
ら
不
思 

議
、ス
ッ
と
心
が
楽
に
な
り
ま
す
。 

こ
れ
が
最
近
の
私
が
楽
し
ん
で
生
き
る 

秘
訣
で
す
。み
な
さ
ん
も
、ぜ
ひ
試
し
て
み 

て
く
だ
さ
い
。 

                
 

   



 

 

  

10３年前の伝統をリノベーション！ 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《
お
父
さ
ん
・
お
母
さ
ん
よ
り
》 

 

７
人
の
個
性
的
な
子
ど
も
た
ち
の
お
か
げ

で
、
毎
日
と
～
っ
て
も
楽
し
く
幸
せ
で
す
。 

あ
り
が
と
う
。 

こ
れ
か
ら
も
仲
良
く
、
笑
顔
で
過
ご
せ
る
よ

う
に
願
っ
て
い
ま
す
。 

 

 

 ん 

の 

ん 

さ 

ま

の 

元
気
な
子
ど
も
た
ち
を
紹
介 

か
が
や
く
宝
ほ
と
け
の
子 

 

 

声
こ
え 

【
2/25

死
の
体
験
旅
行
受
講
者
の
方
々
】 

 

❖
今
年
成
人
を
迎
え
、
日
々
の
生
活

や
関
わ
り
の
あ
る
人
の
こ
と
を
改

め
て
考
え
思
い
、
そ
の
う
え
で
全
て

手
放
す
こ
と
を
体
験
で
き
ま
し
た
。 

今
の
自
分
に
大
切
な
も
の
や
人
を

再
認
識
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
人
生
に
は
様
々
な
こ

と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
日
々
に

感
謝
し
、
悔
い
の
な
い
人
生
を
歩
み

た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

❖
大
切
な
モ
ノ
・
コ
ト
を
失
っ
て
い

く
、
忘
れ
て
い
く
こ
と
に
寂
し
さ
を

感
じ
な
が
ら
、
今
ま
で
（
失
う
前
・

忘
れ
る
前
）
は
と
て
も
満
た
さ
れ
て

い
た
な
と
感
じ
ま
し
た
。
く
し
ゃ
く

し
ゃ
に
し
た
カ
ー
ド
を
両
手
に
抱

え
た
時
、
「
私
を
カ
タ
チ
作
っ
て
き

た
・
作
っ
て
い
る
も
の
は
全
て
手
の

中
に
、
す
で
に
あ
る
」
と
温
か
い
気

持
ち
に
な
り
ま
し
た
。 

 

❖
予
想
し
て
い
た
よ
り
も
緊
張
し

て
い
た
よ
う
で
、
汗
を
か
い
て
心
臓

が
強
く
鳴
っ
て
い
る
の
が
分
か
り

ま
し
た
。
最
後
に
残
っ
た
の
は
「
人
」

で
し
た
。
で
も
「
あ
り
が
と
う
」
と

言
っ
て
手
放
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
元
気
な
う
ち
に
や
り
た
い
こ
と

を
や
っ
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。 

清元院だより 3 

 

活動紹介➇ 
 

お大師講 

 

令和６年は、6/16(日)9:30開催 
 

今から 103 年前（大正 10 年）、この地にいながら四国・小豆島 88 ヵ所めぐりができるように 88 体の

お大師様（弘法大師）を以西地区の 88 軒の家にお迎えしました。それ以来、以西全体・各部落で「お大師

講」として、お大師さんを縁側に飾り、お参りに来た方を接待することが盛んに行われ、多くの方が拝んで

回っていたそうです。これが「以西村新四国八十八番」です。科学や医学がまだ発達していないこの時代

は、病気や災害・天気など、人の力の及ばないことばかりで、ひたすらに神仏にすがるしかなかったので

す。その後いったん廃れたお大師講ですが、8 年前、清元院にお大師様を集める形に姿を変えて復活しまし

た。毎年 6 月に行います。お楽しみイベントも同時開催します。どうぞ皆さま、お参りください。 

今年も「お大師講」の伝統を復活させ、清元院にお大師さまを一同に集め法要を行います。 

⑦ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

漠
然
と
し
た
終
活
の
不
安
や
悩
み
を

お
持
ち
の
方
に
安
心
と
専
門
的
な
知
識

を
届
け
ま
す
。 

■
５
月

12

日(

日)

13

時
～
16

時 

■
第
一
講
「
シ
ニ
ア
の
片
付
け
・
親
の
家

の
片
付
け
」 

■
第
二
講
「
生
き
る
た
め
の
葬
儀
・
供

養
・
お
墓
」 

■
清
元
院
本
堂 

■
先
着3

0

名 

■
入
場
無
料 

    
 

 

今
年
は
辰
年…

と
い
う
こ
と
で
、

琴
浦
町
観
光
協
会
が
神
崎
神
社
の
龍

の
彫
刻
と
清
元
院
の
天
井
絵
「
龍
渓

図
」
を
巡
る
「
琴
浦
開
運
昇
龍
め
ぐ

り
」
を
ウ
ェ
ブ
や
テ
レ
ビ
・
雑
誌
等

で
Ｐ
Ｒ
さ
れ
た
結
果
。
元
旦
か
ら
多

く
の
参
拝
者
が
お
い
で
に
な
り
ま
し

た
。
１
月
：
約
１
０
０
０
人
、
２

月
：
約
６
０
０
人
と
、
大
変
な
賑
わ

い
で
し
た
。 

            

  

❖
七
月
ま
で
の
行
事 

 

◇
３
月
17

日 

お
地
蔵
様
作
り
教
室 

(

午
前
の
部
９
時
半)

 
 

(

午
後
の
部
１
時
半)

 

※
要
申
し
込
み 

◇
３
月
20

日 

彼
岸
会
先
祖
供
養 

(

９
時
～
15

時)
 
 

◇
３
月
24

日 

蓮
の
植
え
替
え 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
午
後
２
時
） 

◇
４
月
７
日 

 

花
ま
つ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
午
前
10

時
） 

◇
５
月
12

日 

お
寺
で
終
活
相
談
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
12

時
半
） 

※
要
申
し
込
み 

◇
６
月
16

日 
 

お
大
師
講 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
午
前
９
時
半
） 

◇
６
月
23

日 

死
の
体
験
旅
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
14

時
～
16

時
） 

※
要
申
し
込
み 

  

❖
月
例
行
事 

 

■
写
経
写
仏
の
会
（
８
月
は
休
会
） 

 

・
第
１
日
曜 

午
後
３
時
～ 

■
坐
禅
会 

 
 

 

・
第
３
水
曜 

午
後
７
時
30

分
～ 

 

■
お
寺
ヨ
ガ 

・
第
４
水
曜 

午
後
７
時
30

分 

※
期
日
は
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

   

大
人
気
の
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
二
部
に

分
け
て
本
堂
を
ゆ
っ
た
り
使
っ
て
行
い

ま
す
。 

■
３
月

17

日
（
日
） 

■
午
前
の
部 

９
時
半
～ 

■
午
後
の
部 

13

時
半
～ 

■
各
20

名
限
定 

■
参
加
費 

一
人
２
２
０
０
円 

 

※
ご
希
望
の
方
は
早
め
に
申
し
込
ま
れ

る
こ
と
を
お
ス
ス
メ
し
ま
す
。 

     

■
３
月
24

日
（
日
）
午
後
１
時
半
～ 

桜
の
花
が
咲
く
頃
、
ハ
ス
の
蓮
根
を

植
え
替
え
ま
す
。
全
部
で
50

鉢
で
す

の
で
、
住
職
一
人
で
は
大
変
で
す
。 

そ
こ
で
蓮
友
（
は
す
と
も
）
を
募
集

し
、
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
蓮
を
植
え
、

育
て
、
花
を
楽
し
み
た
い
と
思
い
ま

す
。
お
手
伝
い
い
た
だ
い
た
方
に
は 

蓮
根
を
お
す
そ
分
け
し
ま
す
。 

み
な
さ
ん
「
は
す
と 

も
」
に
参
加
し
て
蓮
を 

楽
し
み
ま
せ
ん
か
！ 

(

※
汚
れ
て
も
よ
い
服 

装
で) 

                     

■
２
月

14

日(

火)

10

時
か
ら 

翌
日
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
命
日
で

す
。
お
釈
迦
さ
ま
の
残
し
て
く
だ
さ
っ

た
教
え
に
感
謝
し
、
自
分
の
生
き
方
を

振
り
返
る
日
で
す
。
30

分
ほ
ど
で
終

わ
り
ま
す
。
梅
花
講
の
ご
詠
歌
も
聞
け

ま
す
よ
。
ど
う
ぞ
皆
様
気
軽
に
お
い
で

く
だ
さ
い
。 

     
 ■

会
場
：
清
元
院 

■
詳
細
は
未
定 

熱
波
師
の
世
界
大
会
で
、
ア
ジ
ア
人

初
の
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
３
位
に
な
り
今

話
題
の
「
五
塔
熱
子
さ
ん
」
と
清
元
院

が
コ
ラ
ボ
！ 

 

「
と
と
の
う
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、

坐
禅
で
心
を
調
え
、
テ
ン
ト
サ
ウ
ナ
で

体
を
整
え
、
心
も
体
も
す
っ
き
り
癒
さ

れ
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。 

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・F

a
c
e
b
o
o
k

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

     

■
３
月

20

日(

日)

９
時
～

15

時 

供
養
し
た
い
方
の
お
名
前
を
塔
婆
に
お

書
き
し
、
住
職
と
一
緒
に
お
経
を
挙
げ
て

ご
供
養
し
ま
す
。 

(

注)

家
族
以
外
で
も
亡
く 

な
ら
れ
た
あ
な
た
に
と
っ 

て
大
切
な
方
、
能
登
半
島 

地
震
で
亡
く
な
っ
た
方
々 

な
ど
、
ど
な
た
の
ご
供
養
で 

も
で
き
ま
す
。
何
か
気
持 

ち
を
伝
え
た
い
方
は
お
い
で
く
だ
さ
い
。 

◆
塔
婆
一
本
千
円 

※
終
わ
っ
た
ら
お
墓
参
り
を
し
て
塔
婆
を

立
て
て
く
だ
さ
い
。
（
お
寺
に
立
て
る
こ

と
も
で
き
ま
す
） 

     

お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
パ
ー
テ
ィ
ー
で
す
。 

■
４
月
７
日
（
日
）

10

時
～ 

法
要
・
紙
芝
居
・
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム 

（
※
全
員
に
景
品
あ
り
ま
す
！
） 

■
「
で
こ
ぼ
こ 

し
ょ
う
ち
ゃ
ん
」
の 

あ
そ
び
う
た
コ
ン
サ
ー
ト
も
     

■
終
日 

 

・
甘
茶
飲
み
放
題 

・
甘
茶
か
け 

■
お
土
産 

 

・
甘
茶
あ
め 

・
花
ま
つ
り
サ
イ
ダ
ー 

 

清元院 
住職 井上 英之 

は
す
と
も 

大
募
集 
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元
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号
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和
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年

 
3
月

 
 

〒689-2522  鳥取県東伯郡琴浦町宮木 57    
℡0858-55-7063   fax 0858-55-7064   
メール inotera1@gmail.com  

facebook :井上英之 清元院 

   

清元院 琴浦  
清元院 HP  

   

 

お
地
蔵
様
作
り
教
室 

3/17 
 

彼
岸
会
塔
婆
供
養 

3/20 

 花
ま
つ
り
」
に
集
合

4/7 

【
報
告
】 

琴
浦
開
運
昇
龍
め
ぐ
り 

 

お
寺
で
終
活
相
談
会 

5/12 
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