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令
和
元
年 

年
回
表 

 
[

回
忌] 

 
 
[

没
年] 

一
周
忌     

平
成
三
十
年 

三
回
忌     

平
成
二
十
九
年 

七
回
忌     

平
成
二
十
五
年 

十
三
回
忌   

平
成
十
九
年 

十
七
回
忌   

平
成
十
五
年 

二
十
三
回
忌 

平
成
九
年 

二
十
七
回
忌 

平
成
五
年 

三
十
三
回
忌 

昭
和
六
十
二
年 

五
十
回
忌   

昭
和
四
十
五
年 

百
回
忌     

大
正
九
年 

 

▼
令
和
元
年(2

0
1
9

)

の
年
回
表
で
す
。 

当
寺
で
は
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら

本
堂
に
は
張
り
出
し
し
て
い
ま
せ
ん
。

正
当
各
家
に
は
昨
年
暮
れ
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
。 

 

自
ら
仏
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る 

ま
さ
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も
に
大
道

を
体
解
し
て
無
上
意
を
お
こ
さ
ん 

 

自
ら
法
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る 

ま
さ
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も
に
深
く

経
蔵
に
入
り
て
智
慧
海
の
如
く
な
ら
ん 

自
ら
僧
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る 

ま
さ
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も
に
大
衆

を
統
理
し
て
一
切
無
碍
な
ら
ん 

 

自
ら
仏
に
帰
依
い
た
し
ま
す
。
願
わ

く
は
あ
ら
ゆ
る
命
あ
る
も
の
と
と
も

に
、
仏
道
を
体
得
し
、
大
い
な
る
覚
り

を
得
て
世
の
光
と
な
ろ
う
。 

 

自
ら
法
（
仏
の
教
え
）
に
帰
依
い
た

し
ま
す
。
願
わ
く
は
あ
ら
ゆ
る
命
あ
る

も
の
と
と
も
に
、
深
く
仏
教
を
学
ん
で

海
の
如
き
智
慧
を
得
よ
う
。 

 

自
ら
僧
（
教
え
に
従
う
人
々
）
に
帰

依
い
た
し
ま
す
。
願
わ
く
は
あ
ら
ゆ
る

命
あ
る
も
の
と
と
も
に
、
多
く
の
人
々

を
教
化
し
導
び
い
て
い
こ
う
。 

こ
れ
は
梅
花
流
詠
讃
歌
経
典
の
勤
行

式
に
も
あ
る
、「
三
帰
礼
文
」
で
す
。
お 

釈
迦
様
は
、
こ
の
「
仏
・
法
・
僧
」
の

三
宝
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
生
き
よ

と
お
説
き
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
第
一

に
仏
さ
ま
を
拝
む
こ
と
で
す
。
仏
さ

ま
は
い
つ
も
見
守
っ
て
い
て
く
だ
さ

れ
ま
す
。
第
二
は
法
で
す
。
法
（
仏

さ
ま
の
教
え
）
に
従
い
て
毎
日
の
生

活
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
心
が

け
る
。
第
三
の
僧
は
、
今
日
僧
侶
を

さ
し
て
用
い
ら
れ
ま
す
が
こ
の
場
合

は
教
え
を
共
に
学
ぶ
仲
間
を
言
い
ま

す
。
仏
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
、
そ
の

教
え
に
学
び
、
皆
が
共
に
助
け
合
い
、

支
え
合
い
な
が
ら
こ
の
世
を
生
き
て

い
く
こ
と
で
す
。 

 

三
帰
礼
文
の
最
初
に
「
無
上
意
」

が
あ
り
ま
す
。
「
無
上
の
心
」｢

菩
提

心｣

と
も
言
わ
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
以

上
な
い
行
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。

私
た
ち
は
他
人
と
接
す
る
と
き
ど
う

言
う
気
持
ち
で
気
配
り
や
気
遣
い
を

し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
以
上

な
い
笑
顔
、
思
い
や
り
、
優
し
さ
で

接
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
只
ひ
た

す
ら
人
の
喜
び
の
た
め
に
す
る
行
為

が
「
無
上
意
」
で
す
。 

 

何
事
も
生
涯
に
一
度
限
り
で
す
。

毎
日
の
生
活
の
中
で
出
会
う
人
々
に

に
、
さ
り
げ
な
い
無
上
意
を
伝
え
て

い
き
ま
し
ょ
う
。 

 
 
 

 

道
元
禅
師
御
一
代
記
押
絵 

６ 

 

宇
治
の
興
聖
寺
に
僧
堂
を
開
く 

       

道
元
さ
ま
は
天
童
山
の
如
浄
禅
師

の
も
と
で
の
修
行
を
終
え
帰
国
さ
れ

る
と
、
嘉
禎
二
年
（
西
暦
１
２
３
６
年
）

十
月
十
五
日
宇
治
の
興
聖
寺
に
僧
堂

を
開
き
、
こ
こ
で
八
年
に
わ
た
り
禅
の

布
教
に
専
念
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
全

国
あ
ち
こ
ち
か
ら
学
者
や
僧
侶
が
集

い
、
そ
の
教
え
を
受
け
た
人
々
は
二
千

人
を
こ
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 

 

 

  

道
元
禅
師
御
一
代
記 


