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令
和
三
年 

年
回
忌
表 

[

回
忌] 

 
 
[

没
年] 

一
周
忌     

令
和
二
年 

三
回
忌     

平
成
三
十
一
年
令
和
元
年 

七
回
忌     

平
成
二
十
七
年 

十
三
回
忌   

平
成
二
十
一
年 

十
七
回
忌   

平
成
十
七
年 

二
十
三
回
忌 

平
成
十
一
年 

二
十
七
回
忌 

平
成
七
年 

三
十
三
回
忌 

昭
和
六
十
四
年
平
成
元
年 

五
十
回
忌   

昭
和
四
十
七
年 

百
回
忌     

大
正
十
一
年 

 

▼
令
和
三
年(2

0
2
1

)

度
の
年
回
忌
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
十
一
月
中
旬

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
。 

  

 

百
丈
禅
師
は
高
齢
に
な
っ
て
も
作
務

を
欠
か
す
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
若
い

僧
が
禅
師
の
身
体
を
心
配
す
る
余
り
、
作

務
の
道
具
を
隠
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

の
こ
と
に
よ
り
禅
師
は
「
徳
を
積
む
修
行

も
で
き
な
い
な
ら
、
食
べ
る
こ
と
も
一
切

止
め
る
」
と
し
て
、
自
ら
を
戒
め
る
思
い

で
こ
の
「
一
日
作
さ
ざ
れ
ば
一
日
食
ら
わ

ず
」
と
い
う
言
葉
を
残
さ
れ
た
。 

今
か
ら
四
十
数
年
前
、
大
本
山
永
平
寺 

に
修
行
中
、
縁
あ
っ
て
金
沢
大
乗
寺
に
起 

         

居
す
る
こ
と
が
あ
り
、
当
時
は
永
平
寺
の

監
院
職
で
あ
っ
た
大
島
恭
龍
老
師
が
住

職
を
し
て
お
り
、
朝
の
勤
行
、
小
食
が
終

わ
る
と
必
ず
修
行
僧
と
共
に
箒
を
持
ち
、 

      

雑
巾
掛
け
、
日
中
作
務
と
大
衆
に
範
を
示

し
て
く
だ
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
老

師
は
「
作
務
は
徳
を
積
む
修
行
な
り
」
を

日
々
実
践
し
て
お
ら
れ
た
。 

道
元
禅
師
の
弟
子
で
あ
る
懐
奘
禅
師

が
著
し
た
正
法
眼
蔵
随
聞
記
に
は
、
「
人

は
必
ず
陰
徳
を
修
す
べ
し
」「
必
ず
冥
加
顯

益
あ
る
な
り
」
と
道
元
禅
師
の
言
葉
を
説

か
れ
て
い
る
。
「
陰
徳
」
と
は
人
知
れ
ず

密
か
に
行
う
善
行
の
こ
と
で
あ
り
、
陰
で

の
修
行
を
大
切
に
せ
よ
と
の
教
え
で
す
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
冥
加
顯
益
あ
る
な

り
」
自
ず
と
生
ま
れ
な
が
ら
に
備
わ
っ
て

い
る
人
徳
が
表
れ
て
く
る
と
い
う
も
の
。

又
六
祖
慧
能
禅
師
の
後
の
洞
山
良
价
禅

師
に
は
、「
潜
行
密
用
は
愚
の
如
く
魯
の
如

し
」
の
語
が
あ
る
。
人
の
見
て
い
な
い
誰

も
気
づ
か
な
い
と
こ
ろ
で
、
愚
か
な
こ
と

と
言
わ
れ
よ
う
が
黙
々
と
善
行
に
励
む
、

た
だ
精
一
杯
の
行
い
を
す
る
。
こ
れ
も
道

元
禅
師
の
「
陰
徳
を
修
す
べ
し
」
に
通
じ

る
行
為
で
す
。
誰
も
見
て
い
な
い
と
こ
ろ

で
の
行
い
は
い
い
加
減
に
な
り
が
ち
で

す
が
、
こ
れ
こ
そ
が
人
間
と
し
て
な
す
べ

き
こ
と
、
人
生
を
生
き
て
い
く
上
で
大
事

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
切
な
行
い

で
す
。
「
一
日
作
さ
ざ
れ
ば
一
日
食
ら
わ

ず
」
そ
ん
な
気
概
を
持
っ
て
仏
道
成
就
を

願
い
、
毎
日
の
生
活
の
中
で
陰
徳
を
積
む

修
行
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。 

 

一
日
作
さ
ざ
れ
ば
一
日
食
ら
わ
ず 

百
丈
懐
海
禅
師 

イ
ン
ド
で
は
お
釈
迦
様
の
教
え
を
受

け
た
出
家
修
行
者
は
田
畑
を
耕
す
等
の

労
働
は
一
切
せ
ず
、
生
き
て
い
く
上
で
の

大
切
な
食
べ
物
は
托
鉢
に
よ
っ
て
信
者

よ
り
の
施
し
を
受
け
て
生
活
を
し
て
い

ま
し
た
。
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
仏
教
が
伝

わ
る
と
、
達
磨
大
師
に
よ
っ
て
禅
の
教
え

が
伝
え
ら
れ
、
そ
の
後
六
祖
慧
能
禅
師
、

馬
祖
道
一
禅
師
、
百
丈
懐
海
禅
師
に
よ
っ

て
更
に
広
ま
り
、
修
行
生
活
の
規
範
等
も

作
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時

代
に
な
る
と
修
行
者
も
増
え
、
托
鉢
だ
け

で
は
食
料
調
達
が
ま
ま
な
ら
な
く
な
り
、

自
ら
田
畑
を
耕
し
食
物
を
得
る
と
い
う

労
働
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
た
だ
単
に
空
腹
を
満
た
す
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
人
々
の
心
も
耕
す
大
切
な
修

行
で
あ
る
と
さ
れ
、
後
に
禅
宗
で
は
こ
の

諸
々
の
労
働
を
「
作
務
」
と
言
っ
て
重
ん

じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
本
山
に
於
い
て

も
「
作
務
」
は
大
事
な
修
行
の
一
つ
と
し

怠
り
な
く
務
め
て
い
ま
す
。 

 

中央 大島恭龍老師 


