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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
。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

大
哉

だ
い
さ
い

解
脱
服

げ
だ
っ
ぷ
く 

 

無
相

む

そ

う

福
田

ふ
く
で
ん

衣 え 
 

披
奉

ひ

ぶ

如
来

に
ょ
ら
い

教
き
ょ
う 

広
度

こ

う

ど

諸
衆
生

し
ょ
し
ゅ
じ
ょ
う 

 

こ
の
偈
は
僧
侶
が
お
袈
裟
を
身
に

付
け
る
と
き
に
お
唱
え
す
る
袈
裟
頂

戴
の
偈
で
す
。
曹
洞
宗
の
開
祖
道
元
禅

師
さ
ま
は
そ
の
著
書
『
正
法
眼
蔵
伝
衣

の
巻
』
に
「
予
、
在
宋
の
そ
の
か
み
、

長
連
床
に
功
夫
せ
し
と
き
、
斉
肩
の
隣

単
を
み
る
に
、
毎
曉
の
開
静
の
と
き
袈

裟
を
さ
さ
げ
て
頂
上
に
安
置
し
、
合
掌

恭
敬
し
て
一
偈
を
黙
誦
す
。
と
き
に
、

予
、
未
曾
見
の
お
も
ひ
を
な
し
、
歓
喜

み
に
あ
ま
り
感
涙
ひ
そ
か
に
お
ち
て

衣
襟
を
う
る
ほ
す
」
、
と
示
さ
れ
ま
し

た
。 道

元
さ
ま
は
中
国
で
の
修
行
の
折
、

隣
の
僧
が
お
袈
裟
を
頭
上
に
の
せ
て

こ
の
偈
を
唱
え
て
い
る
こ
と
に
深
く

感
激
し
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
お
目
に

掛
か
っ
た
こ
と
の
な
い
光
景
に
、
涙
が 

        
 

流
れ
て
し
か
た
な
か
っ
た
と
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。 

私
と
お
袈
裟
の
ご
縁
は
永
平
寺
修

行
中
か
ら
で
す
。
当
時
の
後
堂
職
（
修

行
僧
の
指
導
監
督
に
あ
た
る
）
、
楢
崎

一
光
老
師
の
見
事
な
立
ち
居
振
る
舞

い
一
挙
手
一
投
足
、
こ
れ
は
老
師
の
修

行
力
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、 

             あ
の
時
の
感
動
は
今
で
も
目
に
焼
き

つ
い
て
い
ま
す
。
老
師
は
、『
伝
衣
の 

巻
』『
袈
裟
功
徳
の
巻
』
を
そ
の
ま
ま

実
践
さ
れ
て
い
る
お
方
で
し
た
。 

「
小
三
衣
」（
お
袈
裟
の
お
守
り
）
を

常
に
拝
持
し
、
お
内
仏
に
祀
り
、
朝

課
後
の
看
経
は
お
袈
裟
に
礼
拝
な
さ

れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。『
袈
裟
は
是
れ

釈
迦
牟
尼
仏
皮
肉
骨
髄
也
』
そ
の
言

葉
の
如
く
お
袈
裟
の
信
仰
丁
寧
な
扱

い
に
は
深
い
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

提
唱
に
於
い
て
も
「
お
袈
裟
は
解
脱

服
、
こ
れ
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
よ

り
、
い
ろ
い
ろ
な
修
行
の
迷
い
か
ら

解
脱
す
る
こ
と
が
で
き
仏
道
を
成
就

す
る
こ
と
に
な
る
。
諸
仏
成
道
の
と

き
必
ず
袈
裟
を
著
す
、
し
る
べ
し
最

尊
最
上
の
功
徳
な
り
」
と
説
示
さ
れ

ま
し
た
。
老
師
の
説
く
、『
仏
祖
正
伝

の
袈
裟
』（
お
釈
迦
様
か
ら
伝
わ
っ
た

真
の
お
袈
裟
）
と
は
、
こ
れ
が
お
袈

裟
参
究
の
始
ま
り
と
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
相
円
寺
・
宗
像
義
法
、

久
昌
寺
・
中
野
睦
宗
、
東
龍
寺
・
渡

邊
宣
昭
各
老
師
と
共
に
四
国
新
居
浜

の
瑞
應
寺
様
へ
拝
登
し
、
新
潟
で
ぜ

ひ
と
も
受
衣
作
法
式
を
し
て
頂
き
た

く
拝
請
に
お
伺
い
し
ま
し
た
。
そ
の

式
に
は
当
寺
よ
り
母
、
井
上
雄
策
夫

妻
、
福
田
会
の
皆
様
、
（
ｐ
２
へ
） 

 


