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三
回
忌
の
阿
弥
陀
如
来 

 

 

西
方
極
楽
浄
土
の
教
主
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
は
、
阿
弥
陀
如
来
・
弥

陀
仏
の
名
で
も
親
し
ま
れ
、"

阿
弥
陀
く
じ"

と
か
、"

阿
弥
陀
か
ぶ

り"

と
い
っ
た
言
葉
が
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
で

は
最
も
親
し
ま
れ
て
い
る
仏
の
一
人
で
す
。"

阿
弥
陀"

と
い
う
の

は
梵
語
で
、
意
味
は"

無
量"

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
何
が
無
量
か

と
い
う
と
、"

光"

と"

寿
命"

が
無
量
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

意
味
を
と
っ
て
無
量
光
仏
と
か
無
量
寿
仏
と
も
よ
ば
れ
る
。 

"

光"

と
い
う
の
は
智
慧
の
象
徴
で
あ
り
、"

寿
命"

と
い
う
の
は
慈

悲
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
の
が
仏
教
の
立
場
で
あ
る
。
結
局
こ
の

阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
、
限
り
な
い
智
慧
と
限
り
な
い
慈
悲
を

持
っ
た
仏
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

亡
き
人
は
、
初
七
日
忌
ま
で
の
お
不
動
さ
ま
に
よ
っ
て
、
そ
の
罪

業
は
取
り
除

か
れ
た
の
で

す
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
ま

だ
ま
だ
罪
業

は
完
全
に
は

取
り
除
か
れ

き
れ
な
い
の

で
す
。
ま
た
、

そ
の
罪
業
の

深
さ
に
は
は

か
り
知
れ
な

い
も
の
が
あ

り
ま
す
。 

人
間
の
罪
業
は
、
と
っ
て
も
根
深
く
、
ま
た
絶
え
な
い
も
の
で
す
。

そ
れ
は
単
に
一
人
の
罪
業
だ
け
で
な
く
、
他
の
す
べ
て
の
罪
業
と

根
を
一
つ
に
す
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
そ
の
根
の
広
大
さ
も
ま
た

無
限
な
も
の
で
す
。
こ
の
罪
業
の
広
大
さ
と
深
さ
か
ら
は
、
な
か
な

か
ぬ
け
出
せ
な
い
も
の
で
す
。
人
間
の
善
心
と
い
う
も
の
の
限
界

と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
罪
の
深
さ
に
人
々
は
た
じ
ろ

ぎ
、
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で

以
上
の
反
省
と
懺
悔
を
通
し
て
、
信
仰
心
は
い
っ
そ
う
強
ま
り
ま

す
。
こ
れ
ま
で
の
九
人
の
仏
さ
ま
の
導
き
を
生
か
し
な
が
ら
、
信
仰

に
徹
す
る
と
い
う
一
念
に
導
か
れ
て
い
き
ま
す
。 

亡
き
人
は
、
極
楽
浄
土
に
導
か
れ
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
も
と
に
生

れ
、
そ
の
あ
り
が
た
さ
に
感
動
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
観
音
さ

ま
・
勢
至
さ
ま
に
導
か
れ
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
も
と
に
生
れ
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。 
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