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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
。 

 

千
眼
寺 

華
燭
之
典 

                

寿
ぐ
声
は
百
千
鳥 

照
ら
し
て
映
え

合
う
天
と
地
と 

正
法
栄
ゆ
る
日
に
あ

い
て 

法
悦
い
よ
い
よ
高
ま
り
ぬ 

 

花
も
緑
も
色
澄
み
て 

め
ぐ
み
に
潤

う
人
と
我 

正
法
栄
ゆ
る
日
に
あ
い
て 

し
ず
か
に
心
の
掌
を
合
わ
す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

慶
祝
御
和
讃 

 

昨
年
十
月
、
秋
晴
れ
の
良
き
日
、
村

上
市
平
林
、
千
眼
寺
の
ご
本
堂
に
於
い

て
住
職
神
田
秀
孝
（
広
厳
寺
次
男
）
と

長
谷
寺
様
長
女
・
安
澤
実
里
さ
ん
の
華

燭
之
典
を
挙
行
い
た
し
ま
し
た
。
式

師
・
田
上
町
東
龍
寺
住
職
渡
邊
宣
昭
老

師
の
お
導
き
を
い
た
だ
き
、
ご
本
尊
千

手
千
眼
観
世
音
菩
薩
の
御
前
で
神
田

家
、
安
澤
家
の
ご
先
祖
様
へ
の
ご
報
告

を
い
た
し
目
出
度
く
夫
婦
の
契
り
を
結

び
ま
し
た
。 

「
華
燭
之
典
」
と
は
お
釈
迦
様
の
時
代

か
ら
の
お
言
葉
で
す
。
二
千
五
百
年
の

昔
、
お
蝋
燭
の
油
を
売
り
歩
く
少
年
が

お
り
、
そ
の
少
年
は
と
て
も
信
心
深
く

毎
日
の
よ
う
に
お
釈
迦
様
の
も
と
に
油

を
捧
げ
て
い
ま
し
た
。
と
き
に
同
じ
よ

う
に
お
釈
迦
様
に
毎
日
お
花
を
捧
げ
て

い
る
少
女
が
お
り
、
い
つ
し
か
こ
の
少

年
少
女
は
お
互
い
に
心
を
通
わ
せ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を

感
じ
た
お
釈
迦
様
は
二
人
を
結
ば
せ
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
少
年
少
女
の 

お
花
「
華
」、
お
蝋
燭
「
燭
」
の
因
縁
か

ら
結
婚
式
の
こ
と
を
「
華
燭
之
典
」
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。 

 

式
師
老
師
よ
り
は
大
智
禅
師
発
願
文

か
ら
の
、「
剣
樹
刀
山
、
鑊
湯
炉
炭
」
の

故
事
を
引
用
さ
れ
、「
た
と
え
、
剣
の
樹

や
刀
の
山
の
上
の
苦
し
み
に
あ
っ
て

も
、
鋼
を
も
溶
か
す
高
炉
の
中
に
あ
っ

て
も
、
ど
こ
で
ど
ん
な
状
況
に
あ
っ
て

も
、
仏
祖
の
教
え
に
沿
っ
た
生
き
方
を

し
て
い
く
よ
う
に
」
と
の
有
難
い
示
訓

を
賜
り
ま
し
た
。
当
日
は
お
寺
に
と
っ

て
六
十
年
ぶ
り
に
会
う
結
婚
式
と
い
う

こ
と
で
も
あ
り
、
お
檀
家
の
皆
様
大
勢

駆
け
つ
け
祝
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
さ
に
、「
寿
ぐ
声
は
百
千
鳥
」、
多
く

の
鳥
た
ち
が
賑
や
か
に
さ
え
ず
っ
て
い

る
か
の
よ
う
で
し
た
。「
正
法
栄
ゆ
る
日

に
あ
い
て
し
ず
か
に
心
の
掌
を
合
わ

す
」
、
一
昨
年
遷
化
さ
れ
た
新
婦
実
里
さ

ん
の
父
で
あ
る
長
谷
寺
二
十
世
住
職
浩

祥
老
師
も
、
ど
こ
か
で
、「
良
か
っ
た
」

「
幸
せ
に
」
と
掌
を
合
わ
せ
て
喜
ん
で

く
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

二
人
に
は
、「
生
々
世
々
出
生
入
死
、
仏

法
を
離
れ
ず
」
布
教
に
努
め
て
い
た
だ

き
た
い
と
念
じ
て
い
ま
す
。 

 


