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検校庵 住職　鈴木 恵道

　
令
和
四
年
、
新
年
明
け
ま
し
て
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　　
数
え
七
年
振
り
、
い
よ
い
よ
御
柱
の

年
が
ま
い
り
ま
し
た
。

　
以
前
、
県
外
の
方
に
「
な
ぜ
御
柱
を

立
て
る
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と
聞
か
れ

て
返
答
に
困
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
四
本
の
柱
を
建
て
る
意
味
に
つ
い
て

は
社
屋
の
柱
で
あ
る
と
か
、
先
祖
供
養

の
為
、
結
界
で
あ
る
な
ど
諸
説
あ
る
も

の
の
正
確
な
由
来
は
未
だ
に
分
か
ら
な

い
ま
ま
で
す
。

新
年
の
ご
挨
拶

　
神
林
よ
り
御
柱
を
切
り
出
し
、
里
へ

運
び
、
柱
を
建
て
る
、
こ
れ
だ
け
の
事

だ
け
れ
ど
も
『
千
二
百
年
以
上
も
続
く

神
事
を
継
続
す
る
た
め
』
に
行
う
こ
と

に
、
そ
れ
以
上
の
理
由
は
不
要
で
は
な

い
か
と
さ
え
思
い
ま
す
。

　
私
自
身
は
テ
レ
ビ
を
通
し
た
声
の
掛

け
合
い
な
が
ら
も
、
山
か
ら
曳ひ

い
た
柱

が
整
然
と
建
て
ら
れ
た
姿
を
見
届
け
た

時
に
次
の
御
柱
祭
り
ま
で
の
大
き
な
願

掛
け
を
終
え
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り

ま
す
。

　
一
本
の
柱
を
運
ぶ
た
め
に
何
千
人
も

の
人
々
が
綱
を
引
き
、
そ
の
様
子
を
大

勢
で
見
守
る
御
柱
祭
に
は
、
奇
祭
と
呼

ば
れ
る
だ
け
の
大
き
な
魅
力
が
あ
る
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
織
田
信
長
に
よ
っ
て
上
社
が
焼
き
打

ち
さ
れ
た
時
や
戦
時
中
で
も
行
わ
れ
た

行
事
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
制
限
が
あ

れ
ど
も
本
年
も
途
切
れ
る
こ
と
な
く
開

催
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　
曹
洞
宗
の
修
行
僧
は
、
道
元
禅
師
が

御
存
命
の
頃
と
変
わ
ら
ぬ
生
活
を
現
在

も
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
規
則
を

「
行ぎ
ょ
う
じ持

規き

範は
ん

」
と
申
し
ま
す
。

　
音
の
響
き
は
同
じ
で
す
が
、

【
行
事
】
恒
例
と
し
て
事
を
執
り
行
な

う
こ
と
。
ま
た
、そ
の
事
柄
。
催
し
事
。

【
行
持
】
仏
祖
の
大
道
を
修
行
し
、
永

久
に
持
続
し
て
懈け

怠た
い

さ
せ
な
い
こ
と
。

と
意
味
合
い
が
変
わ
り
ま
す
。

　
千
二
百
年
以
上
続
く
神
事
は
、
大
勢

の
氏
子
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
ま
い
り

ま
し
た
。

　
練
習
を
繰
り
返
し
、
命
を
懸
け
て
神

事
に
臨
む
若
連
の
方
々
の
中
に
、
た
だ

の
催
し
事
程
度
の
覚
悟
で
臨
ん
で
い
る

人
は
い
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
私
の
目
に
は
「
恒
例
行
事
」
と
い
う

よ
り
も
、「
真
剣
行・

持・

」
と
し
て
映
り

ま
す
。

　
勿
論
、
仏
道
修
行
と
思
い
参
加
さ
れ

る
訳
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
真
剣

に
祭
り
に
向
か
う
衆
の
姿
は
観
る
も
の

を
圧
倒
す
る
力
が
あ
り
ま
す
。

　
令
和
四
年
は
壬
寅
（
み
ず
の
え
・
と

ら
）
の
歳
と
な
り
ま
す
。

　「
陽よ
う

気き

を
孕は
ら

み
、
春は
る

の
胎た
い

動ど
う

を
助た
す

く
」

冬
が
厳
し
い
ほ
ど
春
の
芽
吹
き
は
生
命

力
に
溢
れ
、
華
々
し
く
生
ま
れ
る
年
に

な
る
と
い
う
意
味
だ
そ
う
で
す
。

　
長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
を
御
柱
祭
の
熱
気

が
吹
き
飛
ば
し
て
く
れ
る
こ
と
を
切
に

願
い
ま
す
。

　
皆
様
方
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
お
祈

り
申
し
上
げ
、
年
頭
の
ご
挨
拶
と
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。



令
和
四
年
の
行
事
予
定

お
寺
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

法
要
を
通
し
て
、
仏
の
教
え
に
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

3 月 15 日「涅
ね は ん え

槃会」10 時半
お釈迦様の亡くなられた日に、そのご

遺徳を偲ぶ法要。やしょうまを準備し

てお待ちしております。

4 月 15 日「検
けんぎょうさい

校祭」11 時
検校尊像の供養とお釈迦さまの誕生を

お祝いする法要。「花祭り」を共にお

祝いしましょう。

7 月 8 日「施
せ じ き え

食会」10 時
お盆の先祖供養と、新盆のご供養をす

る法要。（お施餓鬼とも呼ばれます）

共にご先祖様へ掌を合わせましょう。

12 月 3 日「成
じょうどうえ

道会」15 時
お釈迦さまのお悟りをお祝いする法

要。悟りに因んだお粥をお配りしてお

ります。

　１周忌　令和　３年　亡

　３回忌　令和　２年　亡

　７回忌　平成２８年　亡

１３回忌　平成２２年　亡

１７回忌　平成１８年　亡

２３回忌　平成１２年　亡

２７回忌　平成　８年　亡

３３回忌　平成　２年　亡

５０回忌　昭和４８年　亡

100 回忌　大正１２年　亡

令和４年　法事年回表
　
検
校
庵
で
は
、
ご
法
事
・
通
夜
・
お

葬
式
・
会
食
・
勉
強
会
・
花
見
な
ど
の

各
種
行
事
に
昔
か
ら
ご
利
用
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。

　
お
檀
家
さ
ま
・
信
者
さ
ま
に
限
ら
ず

地
域
の
方
々
に
幅
広
く
ご
利
用
い
た
だ

く
こ
と
が
出
来
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
法
事
年
回
表
と
ご
先
祖
様
の
命
日
を

見
比
べ
て
︑
年
回
忌
に
当
た
っ
て
い
る

か
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
︒

◆
土
・
日
・
祝
日
に
ご
法
事
を
希
望
さ

れ
る
場
合
︑
お
早
め
に
ご
連
絡
を
お
願

い
し
ま
す
︒

◆
本
堂
で
の
ご
法
事
・
会
食
も
可
能
で

す
の
で
︑
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
︒
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尊と
う
とぶ

べ
き
身し

ん

命め
い

　
曹
洞
宗
経
典
で
あ
る
「
修し

ゅ
し
ょ
う
ぎ

証
義
・
第

五
章
行ぎ

ょ
う
じ持

報ほ
う
お
ん恩

」
の
一
節
に
、

﹁
此こ

の

一い
ち

日に
ち

の
身し

ん

命め
い

は
尊と

う
と

ぶ
べ
き
身し

ん

命め
い

な

り
︑
貴と

う
と

ぶ
べ
き
形け

い

骸が
い

な
り
︑
此こ

の

行ぎ
ょ
う

持じ

あ
ら
ん
身し

ん

心じ
ん

自み
ず
から

も
愛あ

い

す
べ
し
︑
自み

ず

ら

も
敬う

や
まう

べ
し
﹂
と
あ
り
ま
す
。

　「
身し

ん

命め
い

」
と
は
生せ

い

命め
い

の
こ
と
、「
形け

い

骸が
い

」と
は
肉に

く

体た
い

の
こ
と
。「
行ぎ

ょ
う
じ持

」と
は
、

仏
の
教
え
を
信
じ
た
者
の
日
々
の
暮
ら

し
を
指
し
、
精
進
を
怠
る
こ
と
の
な
い

生
活
の
こ
と
と
云
え
ま
す
。

　
仏
と
し
て
一
日
を
生
き
た
自
分
は
、

尊
ぶ
べ
き
存
在
で
あ
り
ま
す
の
で
、
仏

陀
と
同
じ
よ
う
に
生
き
る
こ
と
が
で
き

た
自
分
の
身
と
心
を
愛
し
て
あ
げ
な
さ

い
、自
分
自
身
を
敬
っ
て
あ
げ
な
さ
い
、

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

　　
常
日
頃
か
ら
仏
さ
ま
の
よ
う
に
穏
や

か
な
心
持
ち
で
過
ご
し
た
い
と
願
う
も

の
の
、
過
ち
を
繰
り
返
し
て
し
ま
う
の

が
私
達
で
す
。

　
私
共
は
な
ぜ
、
過
ち
を
繰
り
返
し
て

し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
の
原
因
を

知
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

西さ
い

遊ゆ
う

記き

に
学
ぶ

　
検
校
庵
だ
よ
り
第
01
号
の
コ
ラ
ム
に

も
書
い
た
と
お
り
、
自
分
の
心
が
乱
れ

る
の
は
「
貪と

ん

・
瞋じ

ん

・
癡ち

の
三さ

ん
ど
く毒

」
が
原

因
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
を

非
常
に
分
か
り
易
く
表
現
し
て
い
る
の

が
「
西
遊
記
」
で
す
。

　
詳
細
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
思
い
出
せ
ず

と
も
、
夏
目
雅
子
や
堺
正
章
が
演
じ
た

ド
ラ
マ
を
思
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
方

は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　
孫
悟
空
を
は
じ
め
と
す
る
お
供
の
三

人
こ
そ
、
三
蔵
法
師
（
つ
ま
り
、
正
し

く
生
き
よ
う
と
願
う
仏
教
徒
）
自
身
が

内
に
抱
く
煩
悩
そ
の
も
の
で
あ
る
と
云

え
ま
す
。

　
猪ち

ょ

八は
っ

戒か
い

↓
「
貪と

ん

」
む
さ
ぼ
る
心
、

欲
望
を
止
め
ら
れ
な
い
。
孫そ

ん

悟ご

空く
う

↓

「
瞋じ

ん

」
怒
り
の
心
、
抑
え
ら
れ
な
い
怒

り
や
憎
し
み
。
沙さ

悟ご

浄じ
ょ
う

↓
「
痴ち

」
お

ろ
か
、知
識
が
あ
っ
て
も
智ち

え慧
は
な
い
。

　
実
は
こ
の
三
人
の
名
前
に
こ
そ
、
三

毒
を
抑
え
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
が
示
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

　
猪
八
戒
は
「
八
戒
」、︿
八
つ
の
戒い

ま
しめ

﹀

戒
律
を
守
る
こ
と
で
欲
望
を
抑
え
る
事

が
出
来
ま
す
。

　
孫
悟
空
は
「
悟
空
」、〈
空く

う

を
悟
る
﹀

す
べ
て
は
実
態
が
な
い
、
空
で
あ
る
こ

こ
と
を
悟
る
こ
と
で
、
怒
り
を
鎮
め
る

事
が
出
来
ま
す
。

　
沙
悟
浄
は
「
悟
浄
」、︿
浄じ

ょ
う

を
悟
る
﹀

浄
化
さ
れ
た
清
ら
か
な
心
を
持
つ
こ
と

で
、
知
識
が
智
慧
と
な
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
す
。

　「
抑
え
る
ポ
イ
ン
ト
」
と
い
う
表
現

が
示
す
通
り
、
全
て
を
消
し
去
る
こ
と

自
ら
も
愛
す
べ
し
︑
自
ら
も
敬
う
べ
し
藤
田 

清
隆

が
難
し
い
心
の
働
き
と
云
え
ま
す
。

　
私
達
僧
侶
は
煩
悩
の
象
徴
と
し
て
髪

を
定
期
的
に
剃
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ

の
三
毒
は
絶
え
る
こ
と
な
く
湧
き
出
て

ま
い
り
ま
す
。

　
個
性
的
な
三
人
の
お
供
を
従
え
な
が

ら
旅
を
進
め
る
物
語
は
、
私
共
の
進
む

べ
き
道
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
ず
は
自
ら
の
心
の
内
に
あ
の
三
人

が
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
し
、
彼
ら
を

上
手
く
抑
え
つ
つ
生
活
す
る
こ
と
を
心

掛
け
る
。
失
敗
し
た
時
は
反
省
す
れ
ば

良
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
に
過
ご
す

こ
と
の
出
来
た
一
日
こ
そ
自
ら
を
敬
い

愛
す
べ
き
一
日
と
な
り
ま
す
。
　

︻
表
紙
︼
八
ケ
岳
中
央
農
業
実
践
大
学
校
敷
地
内

に
仮
置
き
さ
れ
た
御
用
材

副住職
コラム


