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平
成
二
十
九
年
度
年
回
表 

 
[

回
忌] 

 
 
[

没
年] 

一
周
忌     

平
成
二
十
八
年 

三
回
忌     

平
成
二
十
七
年 

七
回
忌     

平
成
二
十
三
年 

十
三
回
忌   

平
成
十
七
年 

十
七
回
忌   

平
成
十
三
年 

二
十
三
回
忌 

平
成
七
年 

二
十
七
回
忌 

平
成
三
年 

三
十
三
回
忌 

昭
和
六
十
年 

五
十
回
忌   

昭
和
四
十
三
年 

百
回
忌     

大
正
七
年 

 

▼
今
年
（
平
成
二
十
九
年
）
の
年
回
忌

表
で
す
。
正
当
の
各
家
に
は
昨
年
十
一

月
に
通
知
し
て
い
ま
す
。 

▼
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
。 

 

じ
目
線
で
、
相
手
の
身
に
な
っ
て
行
動

す
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
道
元
禅
師
様

は
「
同
事
と
い
う
は
不
違
な
り
」
と
示

さ
れ
ま
し
た
。
「
不
違
」
と
は
た
が
わ

ぬ
、
そ
む
か
ぬ
こ
と
、
同
じ
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
人
と
人
が
向
き
合
う

と
き
相
手
の
立
場
に
た
ち
、
互
い
の
苦

し
み
悲
し
み
を
自
分
の
事
と
し
て
感

じ
と
る
心
が
「
同
事
」
で
す
。 

 
 

広
が
る
海
は 
は
て
し
な
く 

 
 

全
て
の
命 

は
ぐ
く
む
よ 

 

人
の
心
も 

お
お
ら
か
に 

 
 

互
い
を
敬
い 

信
じ
合
お
う 

 

ほ
ほ
え
み
ひ
と
つ 

涙
ひ
と
つ 

 

出
逢
い
も
別
れ
も 

抱
き
し
め
て 

 

生
き
て
る
今
を
愛
し
て
行
こ
う 

 
 

こ
れ
は
、
梅
花
流
詠
讃
歌
の
南
こ
う

せ
つ
作
詞
作
曲
に
よ
る
「
ま
ご
こ
ろ
に

生
き
る
」
の
二
番
の
歌
詞
で
す
。
海
は

ど
の
川
か
ら
で
も
流
れ
て
く
る
水
を
、

い
か
な
る
水
も
こ
ば
ま
ず
等
し
く
受 

け
入
れ
、
そ
れ
ら
の
水
が
集
ま
っ
て
、

全
て
の
命
を
育
む
大
海
と
な
る
。「
同

事
」
の
教
え
を
表
し
ま
し
た
。 

 

私
た
ち
は
何
事
に
つ
け
て
も
自
分

中
心
に
物
事
を
考
え
が
ち
で
、
相
手

の
事
を
先
に
思
っ
て
行
動
す
る
こ
と

は
中
々
出
来
に
く
い
も
の
で
す
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
、
道
元
禅
師
様
は
同

じ
「
四
摂
法
」
の
中
で
、 

「
た
だ
ま
さ
に
や
わ
ら
か
な
る
容
顔 

も
て
、
一
切
に
む
か
う
べ
し
」 

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
目
の
前
の
人
、

目
の
前
の
事
柄
、
自
然
界
の
全
て
に
渡

っ
て
思
い
や
り
の
あ
る
生
き
方
、
接
し

方
、
子
ど
も
を
相
手
に
手
鞠
を
つ
く
良

寛
様
の
よ
う
に
、
子
ど
も
に
対
し
て
は

子
ど
も
の
立
場
で
、
女
性
、
老
人
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
で
自
分
の
方
か
ら
心
を
合

わ
せ
て
い
く
。
そ
れ
に
は
、「
た
だ
ま
さ

に
や
わ
ら
か
な
る
容
顔
を
も
て
」
、
い
つ

も
穏
や
か
な
、
柔
和
な
表
情
を
も
っ
て

人
と
接
す
る
心
が
け
が
大
切
で
あ
る
と

説
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
本
来
備
わ
る

尊
い
仏
心
に
目
覚
め
、
同
事
行
の
実
践

に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
と
教
え
て
い

ま
す
。
普
段
か
ら
の
仏
心
（
人
を
思
い

や
る
心
、
優
し
い
心
、
慈
悲
の
心
）
を

育
て
る
修
行
が
必
要
で
す
。 

「
海
の
水
を
辞
せ
ざ
る
は
同
事
な
り
、

こ
の
ゆ
え
に
よ
く
水
あ
つ
ま
り
て 

海
と
な
る
な
り
」 

 
 

修
証
義 

 

本
年
度
の
曹
洞
宗
管
長
福
山
諦
法

禅
師
様
の
告
諭
に
は
、『
四
摂
法
の
「
同

事
」
の
お
さ
と
し
に
学
び
、
「
と
も
に

願
い 

と
も
に
寄
り
添
い 

と
も
に

歩
む
」
願
楽
を
進
め
ま
す
。
』
と
あ
り

ま
し
た
。 

       

「
同
事
」
と
い
う
言
葉
は
曹
洞
宗
の

経
典
で
あ
る
「
修
証
義
」
の
第
四
章
に

出
て
き
ま
す
。
「
布
施
」
「
愛
語
」
「
利

行
」
「
同
事
」
と
あ
る
日
常
生
活
の
心

構
え
を
説
い
た
『
四
摂
法
』
の
四
つ
目

の
徳
目
で
す
。
相
手
と
同
じ
立
場
、
同 

  

 


