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検校庵 住職　鈴木 恵道

　
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
令

和
六
年
の
新
春
を
迎
え
、
心
よ
り
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。

　
昨
年
は
太た
い

祖そ

瑩け
い

山ざ
ん

禅
師
七
〇
〇
回
大だ
い

遠お
ん

忌き

予よ

修し
ゅ
う

法
要
と
い
う
難な
ん

値ち

難な
ん

遇ぐ
う

の
年
に
出
会
え
、

更
に
ご
本
山
の
本
堂
に
て
導
師
を
勤
め
る
焼
し
ょ
う

香こ
う

師し

と
い
う
大
任
を
拝
命
す
る
勝
縁
を
頂
く
事
が

出
来
ま
し
た
。

　
平
成
五
年
に
師
匠
で
あ
る
当
庵
五
世
鈴
木
智

道
師
が
尼
僧
団
の
副
団
長
の
お
り
焼
香
師
を
勤

め
、
年
号
が
変
わ
っ
て
令
和
五
年
に
弟
子
の
私

が
感
謝
の
香
を
捧
げ
る
事
が
出
来
た
数
字
の
ご

縁
、
ま
た
還
暦
の
年
に
記
憶
に
残
る
修
行
の
機

会
を
頂
戴
し
感
激
で
胸
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　
長
引
く
感
染
症
や
自
然
災
害
な
ど
未
だ
不
安

の
中
で
す
が
、
そ
れ
で
も
平
和
な
毎
日
を
送
れ

新
年
の
ご
挨
拶

る
事
は
、
多
く
の
先
人
の
お
力
で
あ
る
と
感
謝

し
、
更
に
報
恩
行
を
実
践
し
、
努
力
精
進
し
な

け
れ
ば
と
強
く
心
し
た
次
第
で
す
。

　
檀
信
徒
皆
々
様
の
ご
清
祥
を
心
よ
り
お
祈
り

申
し
上
げ
、
意
中
を
尽
く
す
こ
と
は
難
し
い
で

す
が
、
年
頭
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

〇
焼
香
師
と
は

　
ご
本
山
に
於
い
て
は
春
と
秋
の
年
二
回
、
特

に
集
中
し
て
修
業
す
る
期
間
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
中
で
執
り
行
わ
れ
る
法
要
の
導
師
を
、

禅
師
さ
ま
の
代
役
と
し
て
お
勤
め
す
る
お
役
目

の
こ
と
を
指
し
て
焼
香
師
と
呼
び
ま
す
。
禅
師

さ
ま
の
代
わ
り
で
す
の
で
、
非
常
に
名
誉
な
お

役
と
云
え
ま
す
。

　
特
に
本
年
令
和
六
年
は
大
本
山
總
持
寺
を
開

か
れ
た
瑩
山
禅
師
様
が
亡
く
な
ら
れ
て
七
〇
〇

回
忌
を
迎
え
る
本
法
要
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
そ

の
一
年
前
に
本
番
同
様
の
内
容
で
予
め
修
行
さ

れ
る
の
が
予
修
法
要
で
す
。

　
此
度
の
法
要
に
併
せ
て
、
大
本
山
總
持
寺
管か
ん

主し
ゅ

石い
し

附づ
き

周し
ゅ
う

行こ
う

禅
師
猊
下
を
導
師
に
お
迎
え
し

検
校
庵
檀
信
徒
の
先
祖
供
養
を
お
勤
め
頂
い
た

こ
と
も
重
ね
て
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。



令
和
六
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 時半
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。

※当日フードドライブ開催予定

12 月 7 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　５年　亡

　３回忌　令和　４年　亡

　７回忌　平成３０年　亡

１３回忌　平成２４年　亡

１７回忌　平成２０年　亡

２３回忌　平成１４年　亡

２７回忌　平成１０年　亡

３３回忌　平成　４年　亡

５０回忌　昭和５０年　亡

100 回忌　大正１４年　亡

令和６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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今
号
の
表
紙
写
真
は
、
住
職
が
焼
香
師
を
勤
め
た

際
に
撮
影
致
し
ま
し
た
。
広
大
な
境
内
地
の
東
西
を

結
ぶ
通
称
﹁
百

ひ
ゃ
っ
け
ん間

廊
下
﹂
と
呼
ば
れ
る
長
い
渡
り
廊

下
で
す
。

　
ま
る
で
鏡
の
よ
う
に
輝
い
て
お
り
ま
す
が
、
ワ
ッ

ク
ス
な
ど
が
塗
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
修
業
僧

た
ち
が
毎
日
欠
か
さ
ず
に
雑
巾
が
け
を
続
け
た
結
果
、

磨
き
上
げ
ら
れ
た
床
板
が
輝
い
て
い
る
の
で
す
。

　
禅
の
逸
話
に
南
岳
磨
甎
︵
な
ん
が
く
ま
せ
ん
︶﹁
瓦

を
磨
い
て
鏡
と
な
す
﹂
と
い
う
禅
問
答
が
あ
り
ま
す
︒

　
中
国
で
は
開
元
と
呼
ば
れ
る
時
代
︵
西
暦
七
百
年

代
︶︑
道
一
と
い
う
お
坊
さ
ん
が
︑
朝
か
ら
晩
ま
で
坐

禅
に
明
け
暮
れ
て
い
ま
し
た
︒

　
噂
を
聞
い
た
南
岳
和
尚
が
様
子
を
見
に
行
く
と
︑

道
一
は
眼
を
瞑
り
必
死
に
坐
禅
を
し
て
い
ま
す
︒

　
こ
れ
を
見
た
南
岳
和
尚
は
︑﹁
お
前
さ
ん
は
何
の
目

的
で
︑
坐
禅
ば
か
り
し
て
お
ら
れ
る
の
か
﹂
と
尋
ね

ま
す
︒
す
る
と
道
一
は
︑﹁
仏
に
な
る
た
め
に
座
っ
て

い
ま
す
﹂
と
答
え
ま
し
た
︒
南
岳
和
尚
は
︑
ど
こ
か

ら
か
一
枚
の
瓦
を
持
っ
て
き
て
︑
庵
の
前
の
岩
の
上

で
そ
れ
を
︑
ゴ
シ
ゴ
シ
と
磨
き
始
め
た
の
で
す
︒

　
道
一
が
驚
い
て
︑﹁
老
師
は
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
︑

何
に
な
さ
い
ま
す
か
﹂
と
聞
く
と
︑﹁
鏡
を
作
る
た
め

磨
か
ざ
れ
ば
光
無
し

藤
田 

清
隆

副住職
コラム

に
磨
い
て
お
る
﹂と
答
え
ま
す
︒ ﹁
瓦
を
磨
い
て
も
︑

鏡
に
は
な
り
ま
せ
ん
よ
﹂
と
言
う
と
︑﹁
坐
禅
し

て
も
仏
に
は
な
れ
る
ま
い
﹂
と
続
け
ま
し
た
︒﹁
そ

れ
じ
ゃ
︑
ど
う
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
す
か
﹂
と

問
い
返
す
と
︑﹁
人
が
馬
車
に
乗
っ
て
行
く
と
き
︑

車
が
止
ま
っ
た
ら
車
を
打
つ
が
よ
い
か
︑
牛
を
打

つ
が
よ
い
か
？
﹂
と
南
岳
和
尚
︒
道
一
は
グ
ッ
と

詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
︒

　
南
岳
和
尚
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
の

で
す
︒﹁
お
前
の
よ
う
に
格
好
ば
か
り
仏
さ
ん
で

は
︑
か
え
っ
て
仏
を
殺
す
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
坐

禅
の
姿
に
ば
か
り
に
執
著
し
て
い
る
と
︑
と
う
て

い
真
理
に
は
到
る
こ
と
は
で
き
ま
い
︒﹂

　
悟
り
や
修
行
に
つ
い
て
の
問
答
で
あ
り
ま
す

が
、
何
も
坐
禅
を
し
て
座
る
こ
と
だ
け
が
悟
り
の

姿
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
常
生
活
の
中
で
も
自
在

に
禅
定
の
は
た
ら
き
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
示
し
て
お
り
ま
す
。

　
瓦
を
磨
い
た
と
こ
ろ
で
鏡
に
は
な
ら
な
い
で

し
ょ
う
が
、
瓦
も
磨
き
続
け
れ
ば
瓦
ら
し
く
光
り

輝
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
百
間
廊
下
の
輝
き
は
、
修

業
僧
た
ち
が
代
々
磨
き
続
け
た
結
果
で
あ
り
、
ま

る
で
鏡
の
よ
う
に
今
も
耀
い
て
お
り
ま
す
。

 い
や
い
や
い
や…

 

瓦
を
磨
い
た
と
こ
ろ
で 

鏡
に
な
る
は
ず
な
い
っ
す
よ 

そ
れ
が
分
か
る
な
ら
ば 

な
ぜ
坐
禅
し
て 

仏
に
な
ろ
う
と
す
る
の
じ
ゃ
？ 

坐
禅
し
て
い
て
も 

仏
に
ゃ
な
れ
ん
ぞ 

じ
ゃ
あ 

ど
う
す
り
ゃ 

 
い
い
ん
す
か
？ 

も
し
お
主
が
乗
っ
た 

牛
車
が
止
ま
っ
た
ら 

ど
ち
ら
じ
ゃ
？ 

余計わからん… 

つ
ま
り
じ
ゃ
、
お
主
の
坐
禅
は 

「
悟
り
を
開
く
た
め
の
手
段
」 

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
る 

 

即
心
即
仏
（
心
そ
の
ま
ま
仏
な
り
） 

坐
禅
と
仏
と
わ
け
ぬ
こ
と
じ
ゃ 

瓦
は
磨
い
て
も
鏡
に
は
な
れ
な
い
。 

あ
な
た
を
磨
い
て
、 

あ
な
た
を
全
う
す
れ
ば
良
い
の
で
す
。 

磨
か
ざ
れ
ば
光
無
し
。 

①車を打つ 

② 牛を打つ 

 

お
主
は
何
の
た
め
に 

坐
禅
を
し
て
お
る
の
じ
ゃ
？ 

仏
に
な
る
た
め
っ
す 

(

悟
り)

 

え
っ
？ 

師
匠
何
し
て
ん
す
か
？ 

研
修
員 

実
演
資
料 

 
 

 

藤
田
清
隆 

唐
の
時
代
～ 

坐
禅
に
励
む 

弟
子
に
師
匠
が
話
し
か
け
る 

お
も
む
ろ
に
瓦
を
石
で 

磨
き
始
め
ま
し
た…
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