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平
成
三
十
年
度
年
回
表 

 
[

回
忌] 

 
 
[

没
年] 

一
周
忌     

平
成
二
十
九
年 

三
回
忌     

平
成
二
十
八
年 

七
回
忌     

平
成
二
十
四
年 

十
三
回
忌   

平
成
十
八
年 

十
七
回
忌   

平
成
十
四
年 

二
十
三
回
忌 

平
成
八
年 

二
十
七
回
忌 

平
成
四
年 

三
十
三
回
忌 

昭
和
六
十
一
年 

五
十
回
忌   

昭
和
四
十
四
年 

百
回
忌     

大
正
八
年 

 

▼
平
成
三
十
年
度
の
年
回
忌
表
で
す
。

正
当
各
家
に
は
昨
年
十
一
月
に
通
知

し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

▼
日
曜
・
祝
日
の
ご
法
事
の
申
し
込
み

は
お
早
め
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

▼
「
周
」
は
「
め
ぐ
る
」
こ
と
を
意
味

す
る
言
葉
で
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
ち
ょ

う
ど
一
め
ぐ
り
し
た
翌
年
の
そ
の
日

を
一
周
忌
と
呼
ぶ
。
回
忌
と
は
亡
く
な

ら
れ
た
日
を
最
初
の
忌
日
と
考
え
て
、

三
回
目
の
忌
日
が
「
三
回
忌
」
と
な
る
。

以
降
は
丸
六
年
目
が
七
回
忌
、
丸
十
二

年
目
が
十
三
回
忌
と
な
る
。 

 

古
人
云
く
、
霧
の
中
を
行
け
ば
覚
え
ざ 

る
に
衣
し
め
る
、
と
。
よ
き
人
に
近
づ

け
ば
覚
え
ざ
る
に
よ
き
人
と
な
る
な

り 
 
 
 

（
正
法
眼
蔵
随
聞
記
） 

 

「
昔
の
人
が
言
う
、
霧
の
中
を
歩
い

て
い
る
と
何
時
と
も
知
ら
な
い
う
ち

に
自
然
に
衣
が
湿
っ
て
く
る
。
そ
れ
と

同
じ
よ
う
に
、
よ
き
人
の
そ
ば
に
い
る

と
知
ら
な
い
う
ち
に
よ
き
人
に
な
っ

て
い
る
」
同
じ
喩
え
に
、
「
薫
習
」
が

あ
る
。
い
つ
も
お
香
を
焚
い
て
い
る
と

い
つ
の
ま
に
か
部
屋
全
体
に
よ
い
香

り
が
染
み
つ
い
て
く
る
。 

 

こ
の
た
び
、
三
番
目
の
弟
子
が
関
川

村
雲
泉
寺
様
の
後
継
と
し
て
入
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
長
男
は
当
寺
副
住

職
と
し
て
、
次
男
は
村
上
市
千
眼
寺
の

住
職
を
務
め
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
で
三

人
と
も
僧
侶
と
し
て
の
道
を
歩
む
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
三
人
と
も
苫
小
牧

の
駒
沢
大
学
付
属
高
校
仏
教
専
修
科

に
学
び
、
そ
の
後
大
学
の
仏
教
学
部
の

課
程
を
修
了
し
、
永
平
寺
で
修
行
し
、 

  
 

（
三
男
は
四
国
瑞
応
寺
僧
堂
を
経
て

永
平
寺
へ
）
そ
れ
ぞ
れ
教
師
資
格
を

得
て
い
ま
す
。
修
行
当
初
は
衣
の
着

方
、
袈
裟
の
着
け
方
、
応
量
器
（
食

器
）
の
扱
い
、
立
ち
居
振
る
舞
い
、

お
経
の
読
み
方
等
々
ぎ
ご
ち
な
い
も

の
で
す
が
、
次
第
に
「
薫
習
」
し
て

一
人
前
に
な
り
ま
す
。 

 

先
代
洞
光
方
丈
は
在
家
の
出
身
で

小
僧
と
し
て
福
井
県
丸
岡
の
長
昌
寺

と
い
う
寺
に
預
け
ら
れ
、
住
職
で
あ

っ
た
先
々
代
徳
仙
方
丈
に
随
身
、
永

平
寺
で
は
戦
前
戦
後
と
長
く
修
行
を

続
け
苦
労
さ
れ
て
当
寺
の
住
職
と
な

り
ま
し
た
。
私
も
師
匠
で
あ
り
父
で

あ
る
先
代
住
職
の
僧
侶
と
し
て
の
真

摯
な
後
姿
を
見
な
が
ら
、
同
じ
道
を

選
び
こ
こ
ま
で
や
っ
て
来
ま
し
た
。 

 

「
よ
き
人
に
近
づ
け
ば
覚
え
ざ
る
に

よ
き
人
に
な
る
な
り
」 

 

道
元
禅
師
の
言
わ
れ
る
よ
き
人
と

は
ど
う
い
う
人
で
あ
る
か
、
そ
れ
は

道
を
求
め
て
い
つ
も
努
力
し
て
い
る

人
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の

毎
日
の
家
庭
生
活
の
有
り
様
、
態
度

は
と
て
も
大
切
で
あ
り
、
そ
れ
が
親
、

子
、
孫
へ
と
薫
習
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

模
範
と
な
る
生
き
方
が
必
要
で
す
。 

 

 

母
の
死
に
会
う 

        

道
元
さ
ま
八
歳
の
冬
、
承
元
元
年

（
西
暦
１
２
０
７
年
）
母
没
す
。
お
母
さ

ま
は
、
い
よ
い
よ
臨
終
が
近
づ
く
と
道

元
さ
ま
の
手
を
お
取
り
に
な
り
、
「
出
家

し
て
父
母
の
冥
福
を
祈
り
、
人
々
の
苦

を
救
う
道
を
歩
む
よ
う
」
と
申
さ
れ
亡

く
な
ら
れ
た
。
道
元
さ
ま
は
息
を
引
き

と
ら
れ
た
ば
か
り
の
お
母
さ
ま
の
か
た

わ
ら
に
正
座
さ
れ
る
と
、
心
を
こ
め
て

香
を
お
焚
き
に
な
り
、
そ
の
立
ち
上
が

る
香
煙
を
み
て
人
の
命
の
は
か
な
さ

を
、
し
み
じ
み
感
じ
ら
れ
た
。 

道
元
禅
師
御
一
代
記
押
絵
② 

 

 
 


