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01 親 の 喚 び 声

【問】 　 私 は 片 田 舎 の 娘 で ご ざ い ま す。 小 さ い 時 か ら 今 ま で お 聞 か せ に

預 り ま し た け れ ど、 私 に は ど う し て も 解 り ま せ ん。 聞 け ば 聞 く ほ ど や た

ら に 聞 い た こ と を 力 に す る よ う に な り ま す。 か え っ て 聞 く こ と が あ だ と

な る よ う に も 思 え ま す、 た だ 自 分 が よ く よ く 考 え る と き、 や は り 私 は 信

じ よ う 安 心 し よ う と あ せ っ て い る の で ご ざ い ま し ょ う。 自 分 な が ら 自 分

の 心 が 分 り ま せ ん。 私 に は い く ら 聞 い た っ て だ め で ご ざ い ま し ょ う か、

如 何 に し た ら 戴 か れ る の で ご ざ い ま し ょ う か、 お 願 い い た し ま す。 真 に

私 に は 進 む べ き 道 が 分 り ま せ ん。

魂 の 不 滅、 地 獄、 極 楽、 御 仏 様。 こ れ が 私 に は あ る と も な い と も は っ

き り 致 し ま せ ん。 分 ら な け れ ば い く ら 御 安 心 の 話 を 聞 い て も だ め で し ょ

う か。 道 理 や 理 屈 で 徹 底 出 来 な い も の で し ょ う か、 御 願 い い た し ま す。

【答】 　 お た ず ね の 赴 き は よ く わ か り ま し た。 信 の 得 ら れ ぬ 間 に は、 斯



様 な 悩 が 誰 人 に も あ る も の で あ り ま す。 併 し な が ら、 斯 様 に 悩 む ば か り

で は 何 の 所 詮 も あ り ま せ ぬ。 初 め て 田 舎 か ら 京 都 に お 参 り し た 人 が 道 に

迷 う て 宿 を 忘 れ ま し た。 そ こ で、 こ う 行 け ば 帰 れ る か、 あ あ 行 け ば 帰 れ

る か と、 非 常 に 悩 ん で 居 り ま し た と こ ろ が、 そ の 人 は 自 分 の 宿 の 前 を 行

き つ 戻 り つ し て、 思 案 し て 居 り ま し た の で す、 そ こ へ、 宿 の 主 婦 が お 客

さ ん こ こ じ ゃ、 こ こ じ ゃ と 声 を か け ま し た ら ハ ッ と 気 が つ い て、 今 ま で

の 悩 み は ど こ へ や ら と れ て 安 心 し た と い う こ と で あ り ま す。 今 あ な た の

悩 み が 丁 度 そ の 通 り で、 お 慈 悲 の 御 本 願 の 前 を 行 き つ 戻 り つ、 悩 ん で お

い で る の で あ り ま す。 よ く 心 を 留 め て お 聴 聞 な さ れ ば、 南 無 阿 弥 陀 仏 の

六 字 の 親 様 が こ こ じ ゃ こ こ じ ゃ と 声 を か け て 下 さ る と 同 じ こ こ ろ で、 あ

な た を 親 様 が よ ん で、 お 前 の 後 生 を そ の ま ま な が ら 助 け る の で あ る、 請

合 う の で あ る と、 よ ん で 下 さ る の で あ り ま す。 こ の お よ び 声 に 心 を 留 め

て 御 聴 聞 な さ れ た れ ば、 何 の 悩 み も な く 御 安 心 が 出 来 る わ け で あ り ま す。

02 年 回 の 意 義

【問】 　 某 寺 に て 或 信 徒 よ り の尋ね に、 死亡者 に 法事弔い を営み供養す

れ ば、 地 獄 へ落ちた も の に少し は責苦がゆる め ら る る も の な り や の 問 に

対し、 其お 答 に死亡者 が 極 楽 に 往 生 し た ら 多少効果が あ る が、 地 獄 に落

ちた も の に は更に効果は な い と の事で あ り ま し た。

然る に 先月或 る 所 で 某 和 上 の 説 教 に、 死亡者 に対し 法事弔い は大切に

せ ね ば な ら ぬ。 七日七日の忌日、 四十九日、 一周忌等大切に供養せ ば 御

経の効果が あ る。 現世 に て犯罪者 を警察に捕縛し取調べ の 上裁判所 に廻

し、 未決囚と し て 獄 に入れ、 判事の言渡し 決 定 す る ま で日数が か か る よ

う に、 地 獄 へ落ちる罪人 で も、 閻魔 の廰の取調べ を受け罪科決 定 し て 地

獄 に落ちる の で、 其間永い 間 迷 う て い る か ら、 大切に 法事弔い せ よ と の

事で あ り ま し た。 尤も 地 獄 に落ちる ま で空に 迷 う て 居 る 間 の事と も 思 わ

れ ま す が、 何 れ に し て も 斯 の 如 き 説 教 を 聞 く事は 初耳の 様 に 思 わ れ ま す。

同 じ 真宗で あ り な が ら、 教 え の違う の は 如 何 の 義 で あ り ま す か、 ま た、

極 楽 へ 往 生 し た ら 多少供養の効果が あ る と の事で あ り ま し た が、 不審で

な り ま せ ん。 極 楽 に 往 生 し た ら祢陀 同躰と も 聞 き ま す の に、 甚だ 疑 問 で

な り ま せ ん。 近く 私 は両親 の 五十回忌を営み 度 と 思 い ま す が 御読経は 如

何 な る効果が有る の で し ょ う か、 併 せ て 御明示 下 さ る 様 お 願 い申上げま

す。

【答】 　 何 れ も 間違っ て い る点が あ る よ う に 思 わ れ ま す。 或 は お 聞 き 間

違い か も 知 れ ま せ ん が、 お た ず ね に任せ て お 答 え申し ま す。

極 楽 に 往 生 し た 者 は す で に 弥 陀 同体の お証り を開か せ て頂く の で あ り

ま す か ら、 娑婆の読経は た だ 如 来 様 の 御 恩 を 報 ず る 外 は な い筈で あ り ま

す。 又地 獄 に落ちた 者 は更に利益が な い と い う こ と は勿論あ り ま せ ん。

然れ 共追善供養と い う事は 自 分 の追善 の 力 を 直 に亡者 に送る こ と で あ る

か ら、 こ れ は 真宗の 法 義 で は あ り ま せ ん。 真宗で は 先 ず第一 に 自 ら 獲 信



し て 仏 恩 報謝の た め に、 御読経す れ ば 如 来 様 が そ れ を お受取に な り て、

亡者 は勿論、 他の衆生 に も そ の功徳 を お届け 下 さ れ ま す。 そ こ で功徳 は

莫大に な り ま す。 よ っ て 先 ず 我 身 の 往 生 の 一大事を 御 決 定 に な っ て、 仏

恩 報謝の為に 法事弔い を な さ る こ と が肝要で あ り ま す。 又次 の お 話 も、

地 獄 の 道 中 の こ と も、 仏 説 に な い こ と も あ り ま せ ぬ が、 こ れ は尤も軽い

地 獄 の こ と で、 我等如 き 極 悪 の罪人 は、 か か る 道 中 は あ り ま せ ん。 今 生

を終る な り 直 に堕獄 す る の で あ り ま す。 何 れ に せ よ、 真宗に は 年 回 法要

も 信 心 の な き 人 は、 こ れ を 御緑に 信 心 決 定 せ ら れ、 又信 心 の あ る な し を

問 わ ず、 仏 の 御 恩 を受け ぬ も の は あ り ま せ ぬ か ら、 何 分 と も 仏 恩 報謝の

心 得 に て、 如 来 様 へ お供え申す 者 に て 年 回 法要な さ る こ と が 御 正 意 の 法

義 で あ り ま す。

03 迷 信 と 正 信

【問】 　 迷 信 と は 如 何 な る も の を い う の で あ り ま す か。

【答】 　 迷 信 と は、 仏 教 の言葉で申し ま す と戒禁取見 と い う の に当り ま

す。 こ れ は原因に な ら ぬ事を つ か ま え て、 原因に な る 如 く 考 え る の で あ

り ま す。 ま た 同 じ原因で あ っ て も、 邪に な る。 早く申せ ば 悪 魔 の 喜ぶよ

う な事が 迷 信 で あ り ま す。 又、 悟り の開け る 道 で 無 い も の を悟り の開け

る 道 と 考 え る の も 迷 信 で あ り ま す。 仏 が こ れ を 一口に戒禁取見 と申さ れ

ま し た。 要す る に原因で 無 い も の を原因と 思 い、 又悟り の 道 で 無 い も の

を悟り の 道 と 思 い、 又、 神さ ま の お蔭と お も う て 人 に だ ま さ れ る事が 世

の 中 に あ る。 か く の 如 き、 道 理 に 外 れ る こ と を 仏 教 で は 迷 信 と い う の で

あ り ま す。

【問】 　原因の 無 い事を、 あ る よ う に 思 う の が 迷 信 で あ り ま す と、 鬼門

と か金神と か申し て そ の方角に当る の を 悪 い と 致 し ま す の は 迷 信 で あ り

ま す か。

【答】 　 迷 信 で あ り ま す。

【問】 　 今日は友び き で あ る か ら、 葬式が 出 さ れ ぬ と申し ま す、 又四十

九日が 三月ご し に な り て は い け な い と申し ま す。 あ れ ら は 迷 信 で あ り ま

す か。

【答】 　 や は り 迷 信 で あ り ま す。 元未友引と は、 は や其言葉が違い ま す。

あ れ は 中国の言葉で、 友引と申し ま す。 そ れ は勝負事の こ と で あ り ま す。

其日に葬式を 出 せ ば 一緒に死ぬ な ど と い う こ と は 無 い事な の で あ り ま す。

そ の友引を日本 人 が友び き と読み か え て、 原因に な ら ぬ事を原因に な る

如 く恐れ る の で、 迷 信 で あ り ま す。 又四十九日に し て も、 三月を こ し て

は禍で あ る と は、 全然道 理 の 無 い事で あ り ま す。 こ う い う事を恐れ た り



祭っ た り す る、 す べ て 迷 信 で あ り ま す。

【問】 　稲荷を 念 じ て病気 を治し て 下 さ い、 福を与え て 下 さ い と こちら

か ら 願 い ま す。 そ の 願 い が か な う も の で あ り ま し ょ う か。

【答】 　全体稲荷と は、 誰方を 信 じ た も の か、 そ れ か ら が 問題で あ り ま

す。 御大師様 は弘法大師の事で よ く 分 っ て い る が、 稲荷と は 何 か、 私 は

あ れ は神代の神様 と 考 え る。 近来 の 人 は稲荷の狐を祭っ て、 そ の き つ ね

を稲荷の 如 く 考 え る。 神代の神様 な ら ば、 こ れ を敬う の は よ い の で あ る

が、 何 も こ の神様 に禍を は ろ う て や ろ う、 福を与え て や ろ う、 祈っ て 来

い と い う お誓い は あ り ま せ ん。 そ れ に こ れ を祈る の は 迷 信 で あ り ま す。

又、 そ の 正体が狐な ら、 こ れ は 問題で あ り ま す。 い や し く も万物の霊長

た る 人 間 が、 か か る狐な ど に頼こ と に な り ま す と、 狐な ど は 通 力 が あ る

と の昔か ら の伝説 が あ り ま す か ら、 物を 知 る こ と が 無 い と も限り ま せ ぬ

が、 然し、 世 間 で稲荷の お告と い う 中 に は 人 間 わ ざ が 多 い よ う で あ り ま

す。 ま ず、 頼み に き た 人 に、 い ろ い ろ と 話 を さ せ て お い て、 そ の 間 に は

問 わ ず が た り に色々な事を 話 す。 そ の肝心 な処を 覚 え て お く、 話 し た方

は沢山に 話 し た事じ ゃ か ら、 自 分 の い う た事を 忘 れ て し ま う。 そ し て最

後 に 「あ な た は こ れ で は 無 い か」 と 前 に 聞 い た事を と り まぜて云う、 こ

ちら は、 自 分 が 覚 え ず 知 ら ず 話 し た事を 忘 れ て、 よ く当る神様 じ ゃ と 喜

ぶ。 ま ず、 こ ん な程度 で あ り ま し ょ う。 稲荷の お告の 中 に も 人 間 業 の だ

ま し も の の 多 い事を 心 得 ね ば な り ま せ ん。 か く の 如 く狐よ り は ま だ、 だ

ま し も の が 多 い の で あ り ま す。 ま た、 た と え狐の 業 力 を も っ て 知 ら せ て

も ら う の で も、 そ れ は 一寸便利な よ う で あ る が、 し か し、 か か る動物な

ど に 迷 う の は邪に 迷 う こ と に な る か ら、 永久間 に は 必 ず禍い を受け る事

に な り ま す。 由て、 悪 魔・鬼神を祭る事を 如 来 様 は 非 常 に お戒め に な り

ま し た。 こ う い う も の か ら、 よ し 多少の利益を受け る事が あ り ま し て も、

そ れ に と ら え ら れ て い る と、 向う が 迷 い だ か ら、 こちら も 自然に害を受

け る事に な り ま す。

弘法大師の 如 き は菩薩さ ま で あ り ま す。 あ な がちに争え ぬ事が あ り ま

す。 し か し 仏、 菩薩に せ よ、 我々の 今 生 の 御利益を 得 た い と お祈り す る

こ と は、 こ の 仏、 菩薩の 御 本 意 で 無 い こ と を 心 得 ね ば な り ま せ ん。 仏、

菩薩だ け で な く、 阿 弥 陀 さ ま に も現世 を祈る な と あ り ま す。 こ れ は雑修

で あ り ま す。 こ の事に 迷 う と 外 で は な い、 未来永々劫の大事を過る事に

な り ま す。 こ の 度 は 三 界 六 道 の 迷 い を の が れ て、 極 楽 へ ま い ら せ て も ら

う大仕事が あ る の で あ り ま す。 人 間境界 の、 僅か の事に 迷 わ ぬ よ う に し

な く て は な り ま せ ぬ。

04 聞 法 の 心 得

【問】 　 あ る講演を 聞 き ま し た、 御開山の 信仰と 今日吾々の 信仰と は違

っ て い る。 御開山は 御 信仰に入ら れ る ま で、 二十年 の叡山の 御修行 を な



さ っ た。 今日の 人 は そ れ だ け の準備無 く し て、 結果ば か り 御開山と 同 じ

よ う に な ろ う と急い で い る、 だ か ら 御開山と 同 じ 信仰は 得 ら れ な い。 当

流の 真実信 心 を 得 ん と す る な ら ば、 第一 に 自 分 が実感せ ね ば な ら ぬ、 祖

師は叡山に て 二十年 の 御修行 に よ り 真実信 心 を 決 定 さ れ た。 由て 我々も

た だ 聞 い た だ け で は い け な い、 実感し な く て は な ら ぬ．――こ う申す の

で あ り ま す。 こ れ に 就 て お伺い し た い の は、 御開山の 二十年 は他力 信 心

を い た だ く た め の 御苦労で あ っ た の で し ょ う か、 お 願 い し ま す。

【答】 　 御開山が叡山で学問 な さ れ、 御修行 な さ れ た 御苦労は、 あ れ は

ま だ 浄 土 真宗に入ら れ ぬ 前 の事で あ り ま す。 あ の 二十年 の 間 は、 あ な た

が こ の末世 の衆生 を 助 け る 法 は 何 で あ ろ う か、 と色々と お尋ね 下 さ っ た。

そ の 間 が あ の 二十年 で あ り ま す。 あ な がちに 真宗の 信仰を あ な た が 得 ら

れ る た め の準備の た め で は あ り ま せ ぬ。 あ らゆる 聖 教 を研究し て、 こ れ

が末世 の衆生 の 助 か る 道 か、 あ れ が末代の凡夫の救わ れ る 法 か と尋ね て

下 さ る 間 で あ り ま す。 然し、 あ な た は お 浄 土 か ら 出 て 来 ら れ た権化の お

方で あ る故に、 そ の事は 御 自 身 に は よ く 分 っ て い る の で あ る が、 末代の

私 ら に、 こ の 親鸞は叡山で、 あ れ を尋ね、 こ れ を尋ね た が、 あ らゆる 法

が末代の凡夫の救わ れ る こ と に 間 に あ わ ぬぞと、 そ の事を 御 自 身 の 身 に

か け て の 御 教化な の で あ り ま す。 た だ、 末代の も の は 外 に 何 も 助 か る 道

は 無 いぞと、 口で云う た だ け で は 疑 う か ら、 御 自 身 で実地 に か け て、 や

っ て 見 て 下 さ っ て、 こ の 通 り 外 の 法 は 何 れ も 我々の 助 か る 道 は 無 い、 駄

目 で あ る か ら 迷 う な と、 身体の 上 の 御 教化な の で あ り ま す、 祖師の 御苦

労は 御 信 心 の 得 ら れ る た め の 御準備で は あ り ま せ ぬ。

【問】 　 世 間 で い う 人 が あ り ま す、 信仰は概念 で は い け な い、 実感で な

く て は な ら ぬ。 そ れ で あ る か ら、 ま ず わ が 機 を充分 に 見 つ め て、 あ さ ま

し い 自 分 の 機 を 見 つ め き る処に 信仰は 出 来 る、 こ う申し ま す が 如 何 で し

ょ う か。

【答】 　 こ れ も 心 得 よ う 一 つ で は 必要で あ り ま し ょ う が、 し か し、 心 得

か た が 悪 い と大変な あ や ま り に な り ま す。 心 得 か た は要す る に、 蓮如 上

人 の仰せ に、 後 生 は大事じ ゃ、 無 常 の境界 じ ゃ、 罪悪 の凡夫じ ゃ、 未来

は恐ろ し い、 あ の 御 教化を し み じ み 我 身 に受け る事と 思 え ば 無駄で は あ

り ま せ ん。 こ れ が 無 い と驚き が立ちま せ ぬ。 従っ て あ り が た い 御 教化を

軽う に 聞 く事に な り ま す。 わ が 身 に引き受け て 聞 か れ ま せ ぬ。 罪が深い

た っ た 今 三 悪 道 に沈む、 未来 は恐ろ し い、 一大事じ ゃ――こ の事を 考 え

る事は 必要な こ と で あ り ま す。 こ れ が 我 が 心 に 無 く て は 御 教化が軽う に

な り ま す。 し か し、 た だ、 自 分 の手許を穿鑿し て、 自 分 を 見 つ め さ え す

れ ば、 そ れ で 信仰が 得 ら れ、 助 か る よ う に 思 う と大な る 間違い で あ り ま

す。 自 分 を 見 つ め る の み な れ ば、 そ れ は た だ罪の あ さ ま し さ に い よ い よ

泣く ば か り で あ り ま す。 た だ 自 分 の 機 ざ ま を眺め て、 見 つ め さ え す れ ば

そ れ で 何 も か も 解 決 が つ く の で は 決 し て あ り ま せ ん。 た だ 見 つ め る の み

で は、 い よ い よ わ が 身 の あ さ ま し さ が 知 れ て、 泣く ば か り で あ り ま す。  

浄 土 真宗の 安 心 は、 そ れ は 後 生大事と 気 が つ い た な ら ば、 大悲 の 如 来 様



の 私 を救うぞと い う て 下 さ る お ん 喚 声 を、 聞 き 分 け さ せ て も ら う ば か り

で あ り ま す。 後 生大事と 気づい た ら、 往 生大悲 の お や 様 の 御 本 願 を よ く

き き わ け さ せ て も ら う事が 真宗の肝要で あ り ま す。

05 善 悪 に 就 て

【問】 　 自己を ほ ん と う に 見 つ め て、 そ れ か ら深く味う て 行 く方が早く

わ か る よ う に 思 い ま す が、 如 何 で し ょ う か。

【答】 　 御開山が申さ れ ま す。 善 を 知 っ た と い う て も、 如 来 様 の 知 っ て

い ら れ る ほ ど に 知 ら ね ば、 ほ ん と に 知 っ た と は い わ れ な い。 悪 を 心 得 た

と申し て も、 如 来 様 の 御存知 ほ ど 心 得 な く て は、 ほ ん と う に 心 得 た と申

さ れ な い。 我 ら は事実、 善 が 何 と も、 悪 が 何 と も わ か ら な い の で あ り ま

す。 真実に 悪 と い う事が 分 れ ば、 も う 三 悪 道 に落ちる事が恐ろ しゅう て、

寝て も起き て も 居 ら れ な い筈で あ り ま す。 然る に寝た り起き た り食べ た

り平気 で や っ て い る の は、 わ が罪悪 を 見 た の や ら 見 ぬ の や ら 何 や ら 分 ら

ぬ事で あ り ま す。 真実に わ が罪が 分 っ て 見 れ ば、 三品の懺悔が あ る べ き

筈で あ り ま す。 我々は罪を 見 つ め て も涙一 つ こぼれ ま せ ぬ。 熱い汗一 つ

出 ま せ ぬ。 そ ん な こ と で 何 う し て 自 分 の罪を 見 つ め た と云え ま し ょ う。

こ う い う 出 来 も し な い こ と に骨を折る の で は あ り ま せ ぬ。 後 生 は 一大事、

お 浄 土 へ 参 ら せ て も ら わ ね ば な ら ぬ と、 斯 う大事の 思 い さ え か か れ ば、

も う そ れ で よ い。 そ れ か ら 先 は 私 の 力 で な い、 私 の骨折り で な い、 た だ

お 浄 土 の 親 様 の お 喚 声 を き く の で あ り ま す、 そ れ を き け ば か か る も の が、

こ の ま、 御 慈 悲 に救わ る る こ と と 心 び ろ う に 安 心 の日暮し を す る こ と が

で き ま す。 真宗の肝要は 如 来 様 の お 喚 声 を 聞 か せ て い た だ く 一 つ で あ り

ま す。

06 お 助 け が 先

【問】 　 阿 弥 陀 様 の 御 本 願 は、 こ の 私 を こ の ま ま に 御 助 け 下 さ る の で あ

る と 聞 か せ て い た だ い て、 そ れ を嘘と は 思 い ま せ ぬ。 然し、 そ れ な ら、

今 私 は死ん で も い よ い よ 間違い は 無 い か と、 こ う わ が胸に手を置い て 考

え る と、 そ こ に 何 う も落付か ぬ も の が あ り ま す。

【答】 　 如 来 様 の お 助 け を 間違い な い と 聞 か せ て も ろ う て い る。 そ れ が

ま こ と に結構な事で あ り ま す。 如 来 様 の仰せ が ま こ と に な ら ぬ ば か り に

今日ま で 迷 う て き た の で あ る が、 今日は因縁め で と う 御縁に 会 う て、 如

来 様 の仰せ が嘘と 思 わ れ ぬ よ う に な っ た。 こ れ ほ ど結構な事は あ り ま せ

ぬ。

　然し、 法然上 人 の 御 教化の 中 に 「う そ と は 思 わ ぬ と 同 行 が い う が半分



で は な い か」 と の お 心持ちを お の べ な さ れ た仰せ が あ り ま す。 如 来 様 の

仰せ を皆ま で ほ ん ま に せ ね ば、 ほ ん ま に 聞 い た の で は あ り ま せ ぬ。 薬師

如 来 の仰せ も嘘は な い。 大日如 来 の仰せ も嘘は 無 い。 嘘は 無 い が、 こ の

罪業 の 私 を 助 け る と い う お約束が 無 い か ら、 私 の 後 生頼み に は な り ま せ

ぬ。 あ の 阿 弥 陀 如 来 の仰せ も ほ ん ま じ ゃ が、 そ れ を こ の薬師如 来 や大日

如 来 と 同 じ よ う に 考 え る か ら、 仰せ が半分 に な る の で あ り ま す。 嘘と は

思 わ ぬ が、 そ れ な ら 何 が嘘で な い の か、 こ の十悪 五逆の 悪 人女人 を こ の

ま ま お 助 け 下 さ る事に嘘が 無 い の で あ る。 そ こ が大日如 来 や薬師如 来 に

無 い と こ ろ な の で あ り ま す。 そ こ で、 阿 弥 陀 様 の仰せ を ほ ん ま に す る と

は、 十悪 五逆の 悪 人 を た だ で お 助 け 下 さ る と い う、 そ こ ま で を ほ ん ま に

き か せ て も ら わ ね ば、 阿 弥 陀 様 の仰せ を ま る き り ほ ん ま に し た事に な り

ま せ ぬ。 如 来 様 の仰せ を ほ ん ま に き く と は、 あ の 如 来 様 が 私 を 助 け 下 さ

る事ま で を ほ ん ま に き く の で あ り ま す。 そ こ が 真宗安 心 の肝要で あ り ま

す。

【問】 　有り が と う 御座い ま す。 如 来 様 の方は そ れ で よ く 分 ら せ て い た

だ き ま し た、 と こ ろ で、 私 の 心 に、 そ れ な ら こ れ で よ い か と 念 を押す と、

ど う も は っ き り せ ぬ 所 が あ り ま す。 こ れ で長年困っ て 居 り ま す が、 何 う

い う わ け で あ り ま し ょ う か。

【答】 　 何事に よ ら ず、 思 い も そ め ぬ 意 外 の事を つ か ま え て、 こ れ が こ

れ が と 心配し て、 肝心 の事を 忘 れ て し ま う て い る と い う よ う な事が境界

に も あ り ま す。 こ れ は注意 し な け れ ば な り ま せ ぬ。

御 法 義 に入る の に、 極 楽 へ い よ い よ 参 れ る わ い と 先 に認め を つ け て、

そ れ か ら 安 心 し よ う と か か る 人 が あ り ま す。 そ れ で、 寺 で 御 法 話 を 聞 い

て 居 る 間 は有難い。 わ が家へ 帰 る と ま た 三毒煩悩 が お こ る に つ れ て、 こ

れ で は ど う も 参 れ そ う に な い と 後 も ど り す る、 わ が 心 で、 極 楽 へ ま い れ

そ う に な る事を尋ね 出 そ う と す る。 こ れ は凡夫で あ り な が ら、 わ が根性

か ら 見 出 さ れ ぬ も の を 見 出 し て 安 心 を し よ う と す る の で、 出 来 ぬ 相 談 で

あ り ま す。

私 は い よ い よ 今死ん で も 極 楽 へ 行 け る わ い と、 隣り へ 行 く よ う に明か

に な っ て、 そ れ で 安 心 し よ う と 思 う、 こ れ は 無 理 な事で あ り ま す。 わ が

胸を眺め て も、 わ が 行 い を眺め て も 極 楽 へ ま い れ そ う な事は 無 い。 そ れ

を眺め て 安 心 し よ う と す る の は 間違い で あ り ま す。

御当流は 往 生 が 先 で 無 い。 お や 様 の 願 力 の お 助 け の方が 先 で あ る。 参

ら れ そ う に な い の を 心 に か け る の で な い、 行 か れ そ う に 無 い、 ま い ら れ

そ う に 無 い、 仕様 の な い こ の凡夫じ ゃ が、 こ の 度 は 往 生大悲 の 親 様 が、

そ の凡夫を 正 客 と し て、 気 ず か う な よ、 案 じ る な よ、 こ の 弥 陀 が 請 合 う

て 助 け る と の 御勅命で あ る か ら、 往 生 の 一大事は、 親 様 の お 慈 悲 一 つ を

た よ り に お ま か せ す る の で あ る。 そ れ か ら 先 は、 遣ろ う遺ら じ は 称 陀 の

は か ら い、 私 と し て は た だ た だ お や 様 の、 願 力 の お手丈夫を た よ り に 安

心 さ せ て も ら う ば か り で あ り ま す。

し か し、 大事な事で あ り ま す か ら 御注意 致 し ま す が、 こ う申し ま す と、

そ れ な ら 極 楽 へ 参 れ る や ら、 参 れ ぬ や ら そ れ も 分 ら ぬ と い う わ け で は あ



り ま せ ぬ。 こ れ は 私 と し て、 私 の智慧で、 目 途 を立て、 参 れ る と な る の

で は な い が、 阿 弥 陀 様 が 助 け る と い う て 下 さ る か ら、 こ の 阿 弥 陀 様 の仰

せ が い た だ か れ る と、 さ よ う な れ ば か か る あ さ ま し き も の が、 お かげさ

ま で 参 ら せ て い た だ く こ と よ と夜が明け る の で あ る。 あ な た の仰せ を 信

じ さ せ て も ろ う て 見 れ ば、 参 れ よ う か、 参 れ ま い か で な い、 私 と し て は

何 に も 分 り ま せ ん が、 し か し、 あ な た が 参 ら せ て や ろ う と仰せ 下 さ る事

ゆえ、 間違い な い 参 ら せ て い た だ く事よ と そ こ に 安 心 す る の で あ る。 要

は 「助 け るぞよ」 の仰せ を さ き に い た だ く の で あ る。 私 の胸に 参 れ る か

参 れ ぬ か を 先 に き め て か か る の で は な い の で あ り ま す。

07 念 仏 と 信 心

【問】 　 法然上 人 は日に 何万べ ん の 念 仏 を お と な え に な り ま し た。 そ れ

を 御開山が お伝え な さ れ た の で あ る か ら、 そ こ で 我々も 法然上 人 を模似

て日に 何万辺の 念 仏 を 称 え て、 清浄 な日暮し を し、 そ し て お 浄 土 へ ま い

ら せ て い た だ く の で あ り ま す ま い か。 信 ず る と か 信ぜぬ と か言う事は む

ず か し い か ら、 た だ 念 仏 す る よ う な事に し て、 参 れ る事で あ っ て ほ し い

と 思 い ま す、 如 何 で し ょ う か。

【答】 　大無量寿経の 法門と、 観無量寿経の 法門と 法門に変り は あ り ま

せ ぬ が、 お扱い が 二 つ に な っ て お り ま す。 法然上 人 の 御在世 は難行苦行

を せ ら れ る大徳 が 居 ら れ た、 そ れ で悟り が開か れ る か と な れ ば、 な か な

か に未来 に明り が立た ぬ。 そ こ で観経の 相対門の 御 法門を も っ て、 念 仏

せ よ 往 生 が 出 来 る と、 念 仏 往 生 と い う こ と ば を も っ て、 他力 往 生 を お 示

し に な っ た の で あ り ま す。 三大阿僧祇劫修行 せ ね ば な ら ぬ の に、 た だ 称

え た ば か り で 往 生 と は、 な る ほ ど こ れ は 私 の は た ら き で な い。 た だ、 願

力 の は た ら き と受け と れ た の で あ り ま す。 し か し そ れ を誤っ て、 そ れ な

ら 「称 え ば ま い れ る」 と 称 え る こ と に 力 を い れ る よ う に 考 え た 人 が あ っ

た、 こ れ は 間違い で あ り ま し た。 そ こ で 法然上 人 は た と え日に 何万べ ん、

お 念 仏 を 称 え な さ れ て も、 そ の 称 え ら れ る あ り だ け が、 仏 恩 報謝の 外 は

無 か っ た の で あ り ま す。

然し た だ 今 の よ う に誤る も の が 出 て ま い り ま し た の で、 御開山は大無

量寿経に よ っ て、 涅槃の 真因は た だ 信 心 で あ る。 た だ 南 無 阿 弥 陀 仏 の お

かげを 信 じ さ せ て も ら う ば か り で、 お 浄 土 へ ま い れ る の じ ゃ、 そ の証拠

に は 法然上 人 の お言葉に こ う あ る と、 正 信偈の 中 に そ れ を引い て、 生死

の家に還来 す る こ と は、 決 す る に 疑情を以て 所止と す、 速に寂静無為の

楽 に入る事は、 必 ず 信 心 を も っ て能入と す と申さ れ ま し た。 三 界 六 道 に

迷 う こ と は 弥 陀 の 本 願 を 疑 う か ら で あ る、 浄 土 へ は 信 心 一 つ で 参 ら れ る

の で あ る。 称 え る も の は 参 ら れ る が、 称 え ぬ も の は 参 れ ぬ と は申さ れ ま

せ ぬ、 信 ず る も の は 参 れ る 疑 う も の は ま い れ ぬ と、 法然上 人 も言っ て い

ら れ る で は な い か と 御開山は仰せ ら れ ま し た。 疑 う も の は 迷 うぞよ、 信

ず る も の は 参 れ るぞよ と の 御 教化で あ り ま す。 こ れ を蓮如 上 人 は 御文章



に と な え た ば か り で は 参 れ な い、 信 心 が 必要で あ る と仰せ ら れ た の で あ

り ま す。 そ こ で 御文章の 御 教化に そ む く も の は 御開山の 御 教化に そ む く

事に な り、 御開山の 御 教化に そ む く も の は 法然上 人 の 御 教化に そ む く こ

と に な り、 法然上 人 の 御 教化に そ む く も の は 弥 陀 の 本 願 に そ む く事に な

る の で あ り ま す。 そ こ で ど こ ま で も 相 承 の 御 教化を あ や ま ら ぬ よ う に 聞

か せ て も ら わ ね ば な り ま せ ぬ。

【問】 　 そ う し ま す と 信 じ た ら ば お 念 仏 は 称 え ず と も 参 れ る の で あ り ま

し ょ う か。

【答】 　 お 念 仏 が お 浄 土 参 り に 用 が あ る か 無 い か の お尋ね な ら、 そ れ は

お 浄 土 ま い り に は 用事は な い の で あ り ま す。 そ れ で は 称 え ず と も よ い か

と の お尋ね な ら、 そ れ は 称 え ず で な り ま し ょ う か、 極 楽 に ま い る因に な

る な ら 称 え る が、 お礼に だ け な ら 称 え な い と い う よ う な、 浅間 し い 考 え

を持っ て は な り ま せ ぬ。 御礼御 報謝な ら猶さ ら 心 が け て 称 え さ せ て貰わ

ね ば な り ま せ ん、 広大な 仏 の 御 恩 が わ か れ ば、 明け て も暮れ て も 称 え ら

れ る だ け 称 え さ せ て貰い ま し ょ う。 御文章の 上 で は 一 通 一 通 に、 こ の 上

の 称 名 は 仏 恩 報謝と あ り ま す。 不 用 な こ と を 御文章に書か れ る わ け は あ

り ま せ ぬ。 数を と っ て ま で 称 え る こ と は な い、 数を と る と 念 仏 の 上 に腰

を す え る こ と に な る、 数は 仏 が 知 ろ し め す な り、 何万べ ん 称 え た や ら、

そ れ は 私 は 知 ら ぬ、 御 報謝の お 称 名 に数を かぞえ る こ と は い ら ぬ。 お立

向い の 親 様 が 上 の方か ら数は かぞえ て い て 下 さ る。 私 は数に は 用事は な

い、 立っ て も坐っ て も、 南 無 阿 弥 陀 仏 南 無 阿 弥 陀 仏 と と な え さ せ て貰う

ば か り で あ り ま す。

08 釈 迦 の 教 え

【問】 　 或 人 の 問 に、 地 獄 の 世 界 や 極 楽 の 世 界 は 誰 も 見 た も の は な い の

で す が、 実際あ る も の で し ょ う か又は勧善懲悪 の た め に言う た も の で あ

り ま し ょ う か、 如 何 で し ょ う。

【答】 　 人 間 の経験に関ら ぬ も の は 信ぜら れ ぬ と い う 人 が あ り ま す が、

是は西洋人 ば か り で は な く東洋の 中 に も あ り ま す。 彼等の言う の に は神

や天国の 如 き空を つ か む よ う な事は 信ぜら れ ぬ、 総て 何事に よ ら ず経験

に よ ら ね ば な ら ぬ と申し て 居 り ま す。 日本 人 の 中 に も、 盲目的の 信仰は

い け ぬ、 わ が 心 に が て ん せ ね ば な ら ぬ と申す 人 が あ り ま す。 所謂何 で も

か ん で も経験せ ね ば 信ぜぬ と い う 人々で あ り ま す。 こ の よ う な 人々は 無

量永劫経て も、 極 楽 ま い り の 決 心 は で き ぬ と 思 い ま す、 目 で 見耳で 聞 く

こ と も大抵き ま っ た も の で あ り ま す。 研究す れ ば 世 界 の こ と は皆わ か る

と い う が、 そ れ も 多 く の 人 の研究を 信 ず る か ら で あ り ま す。 世 界全般の

人々の研究を 信 ず る か ら で あ り ま す。 地 獄・極 楽 は 行 っ て 見 る 人 が な い、

そ れ は吾人 が 行 っ た り 来 た り は 出 来 ぬ 所 な の で あ り ま す。 即ち人 間 で は



往復の 出 来 ぬ と こ ろ で あ り ま す か ら、 そ こ で 釈尊や 多 く の 聖 者方が 出 て

教 え て 下 さ る の で あ り ま す。 就 中 釈 迦 如 来 は、 我 見是利故説此言と い わ

れ て、 極 楽 浄 土 の こ と は よ く 見 た 上 で 説 き き か せ る の で あ る と、 仰せ に

な り ま し た、 故に之を 信 ず る こ と は ま こ と に 道 理 に か な っ た こ と で あ り

ま す。

【問】 　 私 は 信 心 が 戴 け て い る か ど う か判り ま せ ん、 し か し お 寺 参 り を

し ま す か ら 地 獄 へ は 行 か ぬ と 思 い ま す が 如 何 で し ょ う か。

【答】 　罪悪 が な け れ ば 地 獄 に は落ちま せ ん、 罪が あ る己上 は 一寸お 寺

へ のぞい た位で は罪は消え ま せ ん、 罪が あ れ ば 地 獄 は免が れ ぬ の で あ り

ま す、 又浄 土 へ は少々の 善根で は 参 れ ま せ ぬ か ら、 そ こ で大善大功徳 の

南 無 阿 弥 陀 仏 を 戴 き、 弥 陀 願 力 に お す が り し て 参 ら せ て い た だ く の で あ

り ま す、 だ か ら 名 号 を頂く こ と が肝要で あ り ま す。

09 法 報 応 の 三 身

【問】 　 御 和讃の末尾及び末燈紗の 自然法爾章に、 無 上 仏 の こ と が 出 て

お り ま す。 こ こ に あ る 法 身・報 身・応 身 に 就 て 御 教 示 を お雁い し ま す。

【答】 　 先 ず こ の 三 身 と は 仏 様 の証り の こ と で、 第一 の 法 身 と は 真 如 の

理 と て、 一大宇宙に遍満せ る大真 理 を 仏 が み が い て お証り に な っ た、 其

仏 の智慧と こ の 真 如 が 一 致 し た と こ ろ を 法 身 の お証り と い う の で あ り ま

す。 そ こ で こ の 法 身 は 一大宇宙に遍満し て、 色も な く形も ま し ま さ ず と

申す の で あ り ま す。 第二 の 報 身 と は、 仏 の因位の 願 行 に 報 い顕わ れ た 仏

身 に し て、 即ち上 の 法 身 が 相形を あ ら わ し て、 浄 土 に ま し ま す を 報 身 仏

と申す の で あ り ま す。 第二 の 応 身 と い う の は、 こ の 報 身 仏 が お 釈 迦 様 の

如 く穢土 に顕わ れ て あ らゆる衆生 に拝ま れ る よ う に、 衆生 に 応 じ て 生 れ

出 て 下 さ れ た る を 応 身 仏 と申す の で あ り ま す。 さ れ ば末燈紗に 無 上 仏 と

出 し て、 「形も ま し ま さ ぬ よ う を 知 ら せ ん と て」 と 無 上 仏 と申す よ う に

仰せ ら れ て あ り ま す が、 こ れ は即ち先 き の 法 身 仏 の こ と で あ っ て 阿 弥 陀

さ ま は こ の 法 身 を お証り な さ れ た。 そ れ で 私 ら凡夫も 浄 土 に 参 れ ば こ の

お証り を開か せ て頂く の で あ り ま す。 然る に近来 こ れ を誤っ て、 阿 弥 陀

様 は全く色も形も な き 仏 で、 吾々も死し て 浄 土 に 往 生 す る と全く空に な

っ て し ま う の じ ゃ、 決 し て 極 楽 と か 仏 様 と か色形の あ る も の に な る の で

な い と い う 人 が あ り ま す が、 大変な誤り で あ り ま す。 元よ り 法 身 仏 の お

証り か ら い え ば、 其辺も あ る の で あ り ま す が、 そ れ ば か り で は あ り ま せ

ん、 報 土 も あ り 報 身 も あ り、 色形の あ る 極 楽 も あ り、 阿 弥 陀 様 も存在ま

し ま し て、 私 ら も こ の 浄 土 に詣ら せ て頂く の で あ り ま す。 す べ て 何事で

も唯一辺に 片寄る と大変な誤解 に な り ま す か ら、 御注意 な さ れ ね ば な り

ま せ ん。



10 名 号 の 独 用

【問】 　 私 は い つ も 御 教化に 預 っ て い る の で あ り ま す が、 今 度 の 後 生 に

つ い て は、 お や 様 の お 助 け に 預 る と い う こ と は、 疑 い を持ちま せ ぬ、 然

し、 い よ い よ 今死ぬ る と取り つ め て 考 え る と、 何 う も 先 が暗い よ う に 御

座い ま す、 こ れ は 何 う し た わ け で 御座い ま し ょ う か、 お 示 し を 願 い ま す。

【答】 　金は 何 に 用事が あ る の か と申し ま す と、 そ れ は物を買う た め に

用事が あ る と申す 外 は あ り ま せ ぬ。 然る に、 金は沢山も っ て い て も、 ち

ゃ ん と棚の 上 に 上げて お い て、 物も よ う食べ ず に、 飢じ い飢じ い と云う

て い て は 何 に も な り ま せ ぬ。 家が 無 い な ら家を建て る た め の金じ ゃ か ら、

家を建て ね ば 所 詮 は あ り ま せ ぬ。 食べ物が な い な ら食べ も の を買わ ね ば、

金の あ り甲斐は あ り ま せ ぬ。 入用 な 時 に使わ な か っ た な ら ば、 何万円の

金が あ り ま し て も、 何 に も な ら ぬ こ と に な り ま す。 南 無 阿 弥 陀 仏 の お い

わ れ を 聞 か せ て い た だ き、 阿 弥 陀 様 の お 慈 悲 を貰う た、 貰う た と い っ て

も、 そ の お 慈 悲 を棚の 上 に あげて お い て は つ ま ら ぬ事で あ り ま す。 南 無

阿 弥 陀 仏 の 御利益は、 此世 に於て も あ り ま す が、 僅か な 今 生 の利益を 目

途 に貰う た 南 無 阿 弥 陀 仏 で な い。 今死ん で 行 く 後 生 の 一大事に、 こ の 南

無 阿 弥 陀 仏 は役立っ て 下 さ る の で あ り ま す。 こ の 南 無 阿 弥 陀 仏 こ そ、 私

を 今 お 浄 土 へ つ れ てゆく品物で あ る と、 後 生 を 思 う に つ け て も 南 無 阿 弥

陀 仏 を と り 出 し て、 南 無 阿 弥 陀 仏 を使う て 喜 ば せ て貰う べ き で あ り ま す。

心細う て も、 死に向う て も、 い よ い よ死ぬ る と な れ ば こ の 南 無 阿 弥 陀 仏

に連れ ら れ て、 お 浄 土 へ ま い ら せ て貰う の で あ り ま す。 故に こ の 南 無 阿

弥 陀 仏 を あ て た よ う に、 心丈夫に暮さ れ る事が肝要で あ り ま す。

11 　 報 恩 の 相 承

【問】 　 私 は 親 や 先祖の墓へ ま い り ま し て も、 南 無 阿 弥 陀 仏 と申し て拝

み ま す。 と こ ろ が こ の 南 無 阿 弥 陀 仏 は、 仏 様 の み 名 で あ る と 承 り ま す。

然し だ ま っ て墓を拝ん で も 何 か物足り ま せ ぬ故に、 南 無 阿 弥 陀 仏 と 称 え

て拝む の で あ り ま す が、 こ れ は 如 何 で あ り ま し ょ う か。

【答】 　 南 無 阿 弥 陀 仏 と申す こ と は、 阿 弥 陀 様 の お 名 前 で あ り ま す。 そ

れ で 仏 前 に ま い っ て、 南 無 阿 弥 陀 仏 南 無 阿 弥 陀 仏 と お礼す る こ と は、 こ

れ は あ た り ま え の事で あ り ま す が、 そ れ な ら と い っ て七高僧の 御 前 へ 参

っ て も、 南 無 阿 弥 陀 仏 と 称 え ま す。 善 知識の 御 前 へ 参 っ て も 南 無 阿 弥 陀

仏 と 称 え ま す。 こ れ が 真宗の お礼の姿で あ り ま す。 そ れ な ら そ の 心持ち

は 何 う い う わ け で あ る か、 そ れ は 御開山や七高僧へ 御礼す る も、 こ の広

大な 南 無 阿 弥 陀 仏 を い た だ い た の も 外 で は な い。 あ な た方の 御 相 承 の た

め で あ る と、 そ の 御礼の 心持ちで 南 無 阿 弥 陀 仏 と 称 え る の で あ り ま す。



又墓へ ま い り ま し て も、 死ん だ 人 が 阿 弥 陀 様 で は な い が、 先祖代々の お

かげで 今日自 分 が こ う し て、 広大な お い わ れ を き か せ て貰う 身 に な っ た、

そ の お礼の た め に や は り 南 無 阿 弥 陀 仏 と 称 え る。 心持ちはちが い ま す が、

真宗は結局ど こ へ 行 っ て も 南 無 阿 弥 陀 仏 で あ り ま す。 子供の墓へ ま い り

ま し て も、 そ れ を 御縁と し て 南 無 阿 弥 陀 仏 南 無 阿 弥 陀 仏 と 行住坐臥、 時

処諸縁を え ら ば ず、 何 に つ け て も 親 様 の 御 恩 を 思 う 心 か ら 南 無 阿 弥 陀 仏

と 称 え る の で あ り ま す。

12 　 信 徳 と 機 相

【問】 　 阿 弥 陀 如 来 様 は、 我々衆生 に成り代っ て大願大行 を成就 さ れ た

こ の 阿 弥 陀 様 を 信 ず る 一 つ で、 そ の大願大行 が 私 の も の に な る と い う か

ら、 私 の 極 楽 往 生 は 間違い な い と い う事で あ り ま す。 そ う 致 し ま す と 信

一 念 の 時 に、 阿 弥 陀 様 の大願大行 が 私 の も の に な る故に、 此も ら っ た 願

行 に よ っ て、 信 ず る と 同 時 に悟り が開け ね ば な ら ぬ と 思 い ま す、 然し死

な ね ば悟る こ と の 出 来 な い の は、 ど う い う わ け で 御座い ま し ょ う か。 ま

た、 阿 弥 陀 仏 の 御 本 願 を 信 ず れ ば、 不可称 不可説 不可思議の功徳 に よ っ

て、 過去未来現在の罪が 一 時 に消え て し ま う と 聞 き ま す、 さ す れ ば罪悪

の 報 い を受け る 心配な く 極 楽 往 生 間違い 無 い と い わ れ ま す。 そ う 致 し ま

す と 信 後 の 人 は、 過去現在の罪は消滅 し て 居 り ま す か ら、 信 後 に は 前 世

の因縁に よ り て苦し む事な く幸福ば か り で な く て は な り ま せ ん。 そ れ に

信 後 に於て 何 も変る事な く 不幸も遠慮な く 来 ま す、 こ の と こ ろ は 一寸矛

盾し て 居 る よ う に 思 い ま す が 何卒御 教化を お 願 い い た し ま す。

【答】 　 お尋ね の 如 く 信 の 一 念 に 南 無 阿 弥 陀 仏 の 主 に な る と も仰せ ら れ

て、 阿 弥 陀 仏 の大願大行 を こ の 六 字 に摂め て 御 回向下 さ る の で あ り ま す。

さ り な が ら こ れ は 往 生 法 と て、 浄 土 に 往 生 し て 同 時 に 仏 に な る因種を 戴

く の で あ り ま す。 よ っ て此界 で は 正 定聚の位ま た は等正 覚 の菩薩の位に

定 ま る と仰せ ら れ て あ り ま す が、 こ の 界 で 仏 に な る の で は あ り ま せ ん。

そ れ は此界現在で は ま だ 前 生 の 業因に よ っ て、 凡夫の肉体を受け て い る

の で あ り ま す か ら、 身 も凡夫、 心 も煩悩 に ま つ わ れ て 信 前 も 信 後 も変り

ま せ ん。 さ れ ば 正 定聚と い う も等正 覚 の菩薩と い う も、 信 心 の 徳 か ら仰

せ ら れ た も の で、 現在に 光明放つ よ う な菩薩の姿が あ ら わ れ る の で は あ

り ま せ ん。 し か し乍ら既に 往 生 し て成仏 す る因種を頂い た の で あ り ま す

か ら、 未来 必 ず西方浄 土 に 往 生 し て、 尊き お悟り を開く こ と は 疑 い は あ

り ま せ ん。

ま た 次 の お尋ね の 如 く、 こ れ も 信 心 の当体三 世 の 業障一 時 に罪消え る

と仰せ ら れ て あ り ま す が、 こ れ も 信 心 の 徳 か ら仰せ ら れ た も の で、 信 心

の 徳 か ら い え ば 間違い な く、 三 世 の罪は消滅 し て 居 る 道 理 で あ り ま す か

ら、 未来 は 必 ず 浄 土 に 往 生 さ せ て頂く の で あ り ま す。 し か し乍ら す が た

の 上 で は、 尚凡夫の 身 を か か え て い る の で あ り ま す か ら、 そ の 徳 が 一 分

あ ら わ れ る事も あ り、 顕わ れ ぬ事も あ り ま す。 そ れ は罪の軽重に も よ り、

業 の熟す る と熟せ ぬ と に も よ っ て 相違が あ る の で あ り ま す。 故に そ の罪



重く 業 の熟せ る 分 は、 凡夫の肉体を具え て い る 間 は、 因果の 道 理 で余儀

な い事で あ り ま す。 し か し乍ら転重軽受と い う こ と も あ っ て、 其罪の消

え る 分 に よ り、 現在に 御利益を豪る こ と は勿論で あ り ま す。 こ れ が即ち

浄 土 真宗の現世 の 御利益で あ り ま す。

真宗に は現世 の祈り は固く誡め て あ り ま す が、 現世 の 御利益が絶対に

無 い と い う こ と で は あ り ま せ ん。 こ の事は 御開山さ ま の 浄 土 和讃の終り

を お読み に な れ ば明か な こ と で あ り ま す。 信 心 の お 徳 の面で は 三 世 の罪

が 滅 し乍ら、 な お此界 に逗留 の 間 は種々の 悪 報 が現れ る事は、 た と え ば

生花の よ う な も の で、 ま だ 前 業 所感の肉体の あ る 中 は、 生花の根は切ら

れ な が ら、 葉も枯れ ず花も咲く よ う な も の で あ り ま す。 即に そ の根が切

ら れ て あ れ ば、 花は咲い て も実は結ば ぬ 如 く、 今 生逗留 の 間 は 悪 い 不幸

も あ る訳で あ り ま す が、 即に 悪 業煩悩 の根が切ら れ て 居 る の だ か ら、 更

に未来 の 悪 報 を招く こ と な く、 浄 土 の 往 生 を遂ぐる事は 疑 い あ り ま せ ん。

13 　 絵 像 木 像 に 就 て

【問】 　 先日あ る 御方か ら 承 っ た 話 で す が、 絵 像 や 木 像 は勿論仏檀も拝

む 必要は な い と言わ れ ま し た。 そ の 絵 像 や 木 像 は 一 の方便で し ょ う か、

唯一 つ 六 字 の 名 号 を 信 じ尊べ ば よ い と 思 い ま す が、 そ れ と す れ ば 仏 前 に

は線香も た か ず、 お花も 御 仏飯も供え る 必要も 無 い訳に な り ま す が、 如

何 で し ょ う か。

【答】 　近頃専ら お尋ね の よ う な事を 主張す る 人 が あ り ま す が、 大変な

間違い で あ り ま す。 段々聞 き た だ し て 行 く と、 仏 は 自 分 の 心 の 中 に存在

す る も の で、 西方に 極 楽 が あ っ た り、 阿 弥 陀 仏 が 居 た り す る よ う な事は

無 い、 六 字 の 名 号 こ そ 自 分 の胸の 中 の 仏 の 御 名 で あ る と 主張し、 唯六 字

名 号 は尊い の だ か ら、 こ れ を拝み も し 称 え も す る の で あ る、 絵 像 や 木 像

は方便で あ り想像 仏 に過ぎな い と い う、 し か し こ れ は大き な誤り で あ り

ま す、 決 し て左様 な こ と で は あ り ま せ ん。 現在御経巻の 上 に西方浄 土 の

阿 弥 陀 様 の お姿を お写し し て、 お礼を す る事は明に お 説 き に な っ て い る

の で あ り ま す。 絵 像 木 像 は元よ り此界 の紙や 木 で造っ た も の に は違い あ

り ま せ ん が、 生 身 の 如 来 様 の お 心 が此中 に お 宿 り な さ れ て あ る も の と 心

得 て礼拝す る の で あ り ま す。 こ れ を除け た り捨て た り す る こ と は、 勿体

な い こ と で あ り ま す。 強く い え ば 五逆罪の 一 つ に も な る の で あ り ま す。

御 絵 像 様 の お裏に方便法 身 の尊号形と あ り ま す が、 こ の方便は権仮の方

便で は あ り ま せ ん、 善巧方便と申し て、 衆生済度 の巧な 如 来 様 と い う こ

と で曇鸞大師が方便法 身 と仰せ ら れ て あ り ま す。 由て方便と申し て も 意

味が 一 通 り で あ り ま せ ん か ら、 まぎれ ぬ よ う 心 得 ね ば な り ま せ ん。

14 　 浄 土 で の 再 会



【問】 　 私 は最近可愛い 一 人 の 娘 を急病で亡く し ま し た。 可愛ら し く 極

く ま め で太っ て お り ま し た に、 急に亡く な り ま し た の で、 日夜愁嘆し て

居 り ま す。 和 上 様 あ の子は ど こ へ 行 っ た の で し ょ う、 水の泡の よ う に消

え て亡く な っ た の で し ょ う か、 あ ま り 業 も作っ て 居 り ま す ま い か ら、 極

楽 へ も 地 獄 へ も 行 っ て は お ら な い と 思 い ま す。 私 が慕う て 忘 れ ぬ 如 く あ

の子も 私 を慕う て 居 る で し ょ う、 お 寺 様 に七日七日に 参 っ て頂き、 色々

と 御 法 話 を 聞 き ま す が、 安 心 出 来 ま せ ん。 読経し て項く を あ の子は 聞 い

て 居 る で し ょ う か、 ま た 親子と 名乗っ て 遇 う こ と が 出 来 ま す か、 行 先 の

こ と、 ま た追弔仏事の 御利益を明了に 御 教 示 下 さ い ま せ お 願 い申上 ま ず。

【答】 　 親 と し て幼き子供を亡く し た程悲 し い事は あ り ま せ ん。 御 同情

い た し ま す。 然し 人 間 は死し て肉体は此世 で焼き も し埋め も し ま す が、

心 は 決 し て亡く な る も の で は あ り ま せ ん。 そ れ と 同 時 に子供な れ ば と て、

此世 で は罪を造る暇も 多 分 は な い わ け な れ ど、 前 生 の 業 の持越と い う事

が あ り ま す か ら、 強ちに 地 獄 に堕ちぬ と も云わ れ ま せ ん。 な お追善供養

の事も あ り ま す が、 元よ り 御読経の 御利益と い う事も 無 い訳で は あ り ま

せ ん が、 浄 土 真宗で は こ れ よ り も、 も っ と大き な 御利益の あ る こ と に 心

附か せ て貰わ ね ば な り ま せ ん。

そ れ は第一 に 生存し て い る 親達が 御 信 心 を お 戴 き な さ る こ と で あ り ま

す。 こ の 御 信 心 が頂か れ て あ れ ば、 今 度 御 自 身 が 浄 土 に 往 生 な さ れ た ら

自由に済度 が 出 来 ま す。 又こ れ よ り 外 に は 再 び 我子に顔を あ わ せ る方法

は あ り ま せ ぬ。 尚又年 回 法要を し て読経を さ せ て頂く事も、 信 の 上 か ら

営ま せ て頂け ば 仏 恩 報謝の 外 は あ り ま せ ぬ。 自 力 の廻向を捨て、 仏 恩 報

謝と 心 得 て 年 回 法要を営ま せ て頂け ば、 阿 弥 陀 様 は其功徳 を お受取に な

っ て、 因縁あ る衆生 へ 親 様 か ら お与え 下 さ る こ と に な り ま す か ら、 其功

徳 は莫大な も の で あ り ま す。 斯 様 な訳で あ り ま す か ら、 何 は お い て も 御

自 身 の 浄 土 の 往 生 が肝要で あ り ま す。 何卒何卒お 聴 聞 に な っ て、 御 信 心

を 御 決 定 に な る こ と を あ く ま で も お勧め申し ま す。

15 　 弥 陀 ヲ タ ノ メ

【問】 　 御文の 中 に、 何処に も 阿 弥 陀 仏 の 御勅命に、 「後 生 を た す け た

ま へ と 弥 陀 を た の め、 必 ず救う べ し」 と あ り ま す が、 私 は 何故か 考 え れ

ば 考 え る ほ ど 「後 生 た す け た ま へ」 の 意味が 分 ら な く な り ま す。 何卒御

回 答 願 い ま す。

【答】 　 後 生 た す け た ま へ と 弥 陀 を た の め と、 仰せ ら る る こ と は、 先 ず

「た の む」 と は、 「た の み に す る こ と」 で あ り ま す。 漢字 に な お せ ば、

「頼」 の 字 の こ こ ろ に て、 元来 願 い 求 め る こ と で は あ り ま せ ん。 世 間 で

は 人 に物を 願 い 求 む る と き に、 頼む の言葉を使い ま す が、 こ れ は 時代の

言葉の変化か ら 来 る の で、 あ な た を頼り に し ま す か ら、 何卒お 世 話 を し



て 下 さ れ と、 い う 意味で使用 す る こ と か ら、 近代に至り て誤っ た も の で

あ り ま す。 手紙に も 御依頼の文字 を 用 い ま す が、 依頼と い え ば、 よ り た

の む、 よ り す が る と い う 意味の 外 は あ り ま せ ん。 漢字 の 上 か ら も、 和語

の 上 か ら も、 元来 は 願 う の 意味に は使わ れ ぬ事で、 そ れ が 自然に変化し

て 願 う こ と に使用 す る よ う に な っ た の で あ り ま す。

　 御文章一帖十一 通 に も 「か ね て頼み お き つ る妻子も財宝も、 わ が 身 に

はひと つ も あ い そ う こ と あ る べ か ら ず」 と仰せ ら れ て、 次 の 御文に 「た

の む べ き は 弥 陀 如 来」 と あ り ま す。 こ れ は臨終を引寄せ て 考 え て 見 れ ば、

平生 た の み に 思 い し妻子や財宝が、 何 一 つ た よ り に な ら ず、 た だ 親 様 ば

か り が た よ り に な る と い う お こ こ ろ で あ り ま す。

　 そ こ で 後 生 た す け た ま え と は、 親 さ ま が 先手を か け て、 助 け救う と 喚

ん で 下 さ る故、 仰せ の ま ま に お ま か せ す る こ と を申し た も の で あ り ま す。

　蓮如 様 の 御在世 に は、 あ の お言葉が 一般に能く 通 用 し た も の で あ り ま

す が、 時代の言葉の変化で 願 こ と に 聞 え る よ う に な っ た の で あ り ま す。

こ の お味い を よ く頂け ば、 真宗の 御 安 心 の お言葉も沢山に あ り ま す が、

こ の お言葉が 一番よ く 御 安 心 の お味い が と れ る の で あ り ま す。 お互い に

臨終を引き寄せ て 考 え て 見 れ ば、 天に も 地 に も頼り に な る も の はひと つ

も あ り ま せ ん。 た だ 親 様 ば か り が頼り で は あ り ま せ ん か。 こ の 意味に於

て 御当流の 御 安 心 を よ く よ く お 聞 き わ け な さ る こ と が肝要で あ り ま す。

16 　 五 善 と 五 悪

【問】 　大経下巻の 五 悪段の終り の と こ ろ に 「人能く 中 に於て、 心 を 一

に し 意 を制し 身 を端く し～泥洹の 道 を 獲 ん」 と あ り ま す が、 私 は ど う し

て も こ ん な事は で き な い の で す が、 あ れ は 自 力 の修行 の こ と で あ り ま し

ょ う か、 そ れ と も 信 心 獲 得 す れ ば、 自然と そ う し た こ と に 仏 力 と し て な

さ れ る と い う 信 徳 の事で し ょ う か、 又次 に 「身 独 り 度脱し て其福徳、 度

世 上天泥洹の 道 を 獲 ん」 と は、 先 き に 示 さ れ た よ う な 行 い を す れ ば、 後

生 は天上 界 に 生 れ る と い う こ と で あ り ま す か、 ご く ご く平易に お 示 し を

願 い ま す。

【答】 　 こ の 五 善 五 悪 の 御文は、 他力 の 信 心 の こ と も含ん で お り ま す が、

元来 こ れ は 仏 教全体に亘っ て 善因善果、 悪因悪果の 道 理 を お 示 し な さ れ

た も の で、 要す る に勧善懲悪 を 主 と し た も の で あ り ま す。 さ れ ば 真宗に

と っ て は、 俗 諦門を お 示 し な さ れ た も の で あ り ま す。 依て造悪 の結果は

悪 道 に沈む、 善 行 の結果は天上 に 生 ま る と あ っ て も 信 心 を頂い た 上 に は、

悪 道 に も天上 に も 行 く こ と は あ り ま せ ん。 浄 土 に 往 生 さ せ て頂く こ と は

決 定 で あ り ま す。 こ れ即ち願 力 不 思議の因果法 で普通 の因果法 を超越さ

せ て 下 さ る か ら で あ り ま す。 さ れ ば こ れ を強ち必 ず と、 勧め給う た の で

な く、 た だ あ た り ま え の因果の 道 理 を お 示 し な さ れ て、 悪 き 行動を改め

て 善 き 行 い を せ よ と お勧め な さ れ た も の で あ り ま す。 御文に泥洹の 道 と

あ る の は、 こ れ は 仏 の お証り の こ と で、 上 に申し た他力 信 心 の結果を お



挙げな さ れ た も の で あ り ま す。 さ れ ばゆめゆめ 自 力 の修行 を せ よ と い う

こ と で は あ り ま せ ん。

17 　 三 途 見 光

【問】 　突飛な事を お 願 い し て甚だ 相済み ま せ ん が、 実は こ の事が大変

気 に な っ て 一日も早く 御 教 示 を頂き た い の で 御座い ま す。 先日の 御 示 談

に、 不幸の母よ り の質問 に対し て の 御 解 答 に、 亡く な っ た子供に読経の

御利益と い う こ と も 無 い訳で は な い が、 そ れ よ り は 生存し て い る 親達が、

信 心 を頂き さ え す れ ば、 自 分 が 浄 土 へ 往 生 し て、 自由に済度 が 出 来 る と

の こ と で あ り ま し た。 そ れ は 分 る の で す が、 こ こ に 不審な の は、 子供が

地 獄 へ落ちて い る の を、 神通方便を以て 直ぐ浄 土 へ 参 ら せ て や る事が 出

来 る で し ょ う か、 私 の 不審は そ ん な、 て っ と り早い訳に は 行 か な い事で

は あ る ま い か と 思 わ れ ま す。 何 と な れ ば 地 獄 へ落ちる も の は、 罪悪深重

無智愚鈍の も の で、 照育の 光明が な か な か 行 き渡ら な い で、 大慈 悲 に 目

覚 る こ と が 人 間 界 の そ れ よ り も、 遅い こ と と 思 い ま す。 故に 親達が 浄 土

へ 参 っ て か ら そ れ を 助 け よ う と す る よ り も、 阿 弥 陀 様 が そ れ よ り か遠く

の昔よ り、 絶え ず 御 心配に な っ て 居 る の で 御座い ま す か ら、 親達が 極 楽

へ 参 っ て そ れ か ら子供を救う と い う こ と を待つ要な く、 こ れ は 如 来 様 の

独 り ば た ら き に お任せ し た方が ま し で は あ り ま す ま い か。

　 か く 考 え ま す と忌日を 御縁に 御 法 義 を 喜 ば せ て貰っ て 信 を 得 た 人 は益々

御 恩 を 喜 び、 得 ら れ な い 人 は、 ま す ま す調熟の 度 を増さ し て頂く と い う

こ と に 考 え て、 法事を営む こ と が肝要で は あ り ま す ま い か、 此点に つ き

詳し く 御 教 示 を お 願 い し ま す。

【答】 　 今 の お尋ね に 三 つ の こ こ ろ が あ り ま す。 一 に は還相 回向に つ い

て、 三 悪 道 か ら 直 に 浄 土 に つ れ て か え ら れ る か否か の お尋ね で あ り ま す。

こ れ は 分 解脱、 全解脱と い う こ と が あ っ て、 全解脱と は 三 悪 道 で 直ぐ信

心 を 得 さ せ て、 浄 土 へ つ れ て か え る こ と で あ り ま す。 し か し こ れ は余程

宿 善 の厚い 人 で、 た ま に は 無 い こ と は あ り ま せ ぬ が、 何 と し て も 三 悪 道

の 者 の こ と な れ ば、 か 様 な こ と は め っ た に 無 い こ と で あ り ま す。 さ り な

が ら 分 解脱の 御利益は、 必 ず な け ね ば な り ま せ ん。 分 解脱と は 三 悪 道 よ

り 一 度 人 間 界 に 生 れ さ せ て、 そ れ よ り 信 心 を 得 さ せ て 浄 土 に つ れ て か え

る こ と で あ り ま す。 こ の 分 は 必 ず 出 来 ね ば な ら ぬ 御利益で あ り ま す。

　 二 つ に、 衆生済度 は 阿 弥 陀 様 の 独 り 用 き に ま か せ た方が ま し で は あ り

ま せ ぬ か と の お尋ね で あ り ま す。 い か さ ま お他力 の 御 本 願 は、 一 か ら十

ま で 親 様 の お仕事に 相違は あ り ま せ ん。 還相 回向の 御利益と い う も、 全

く 如 来 様 よ り頂い た大慈 悲 の 用 き で あ り ま す か ら、 本 よ り 我等衆生 の持

前 の 用 き で は あ り ま せ ん。 併 し な が ら、 す べ て の衆生 を 御済度 下 さ る こ

と は、 勿論親 様 の 独 り 用 き で あ り ま す が、 こ の広大な 御 教 を伝え る 上 に

つ い て は、 そ の 人 人 の因縁の深い 者 か ら お伝え す る こ と が有効な の で あ

り ま す。 そ れ は現在人 間 世 界 に あ っ て も、 親兄弟や 或 は 親 し き友達か ら



法 を 教 え る こ と が、 便利な と 同 じ こ と で あ り ま す。 こ れ と て も 我 が 力 で

人 を 助 け る の で は あ り ま せ ん。 親 様 の み 法 を伝え る 外 は な い の で あ り ま

す、 本 を尋ぬ れ ば全く 如 来 様 の お他力 の 外 は あ り ま せ ん。 こ れ に例し て

お 考 え に な れ ば 何事も お 分 り で あ り ま し ょ う。

　 三 つ に忌日命日を 御縁に 御 法 義 を 喜 ば せ て貰っ て、 信 を 得 た 人 は益々

御 恩 を 喜 び、 得 ら れ な い 人 は、 益々調熟の 度 を増さ せ て頂く と い う 考 え

て、 法事を営む こ と が肝要で は あ り ま せ ぬ か と あ り ま す が、 こ の お尋ね

の 中、 調熟の 度 を増す と あ り ま す こ と は、 真宗で は既に他力 を 聴 聞 す る

身 に な っ た 上 は、 因縁を造る と い う 様 な ま ど ろ し い 考 え を持っ て は な り

ま せ ぬ。 聞 か せ て貰う 度 ご と に、 今 度 こ そ は 信 心 を 得 さ せ て頂か ね ば な

ら ぬ と、 心 得 て 聴 聞 を せ ね ば な り ま せ ん。 そ う な れ ば お尋ね の点は全部

よ ろ敷あ り ま す。

　 か よ う に 仏 恩 報謝の 思 い に な っ て、 ご読経を さ せ て頂け ば、 如 来 様 は

そ れ を受取っ て有縁の衆生 へ、 あ な た の 力 で与え て 下 さ る か ら、 先立っ

た 者 が大変な 御利益を蒙る の で あ り ま す。 そ れ で こ そ 年 回 法要し て も 非

常 に有意 義 な こ と に な る の で あ り ま す。 自 分 の 善根を 直 に振向け る追善

供養の 心 得 と は、 大変に事柄がちが い ま す か ら、 まぎれ ぬ よ う に せ ね ば

な り ま せ ん。

18 　 た の み に す る

【問】 　昨年 の末頃よ り父親 か ら 御 法 話 の あ る 時 は、 お 寺 に お 参 り す る

よ う に と勧め ら れ ま し て も、 仏 様 の お 話 は 聞 き た く ご ざ い ま せ ん で し た、

最近後 生 の事が 気 に な り 出 し ま し て、 時々夜休ん で 居 て、 若し 今 自 分 の

よ う な 何 も 分 ら ん 者 が死ん だ ら と、 そ れ か ら 先 の事を 考 え ま す と恐ろ し

く て、 じ っ と し て 居 ら れ ぬ よ う な事が ご ざ い ま す。 何 ん な に し た ら 信 じ

ら れ る よ う に な る か し ら と、 苦し ん で 居 り ま す、 何 う か 御 教 示 願 い ま す。

【答】 　 御 法 義 に 就 て は、 先 ず 仏 法 の 正 し く尊い事を 心 得 さ せ て貰う事

が大切で あ り ま す。 釈 迦 如 来 様 の 御化導は、 何 れ の点か ら 戴 い て も 道 理

に契う た偽り の な い み 教 で あ り ま す。

　 善因善果悪因悪果の原則か ら 戴 い た ら、 願 行 の な い罪造り の凡夫で は

到底 後 生 の 助 か る 目 途 は あ り ま せ ぬ。 然る に 阿 弥 陀 様 の 御 本 願 は こ の 機

目的の 御 慈 悲 で、 如 何 な る罪悪 の深き 者 も よ く よ く 御 承 知 の 上 で、 助 け

る 御約束を 御成就 な さ れ た の で あ り ま す か ら、 後 生大事と 思 う た ら、 現

在の 親 を頼る 思 い の 如 く大悲 の 親 様 の 御 本 願 に お す が り さ せ て 戴 く の で

あ り ま す。 御 和讃の 中 に は、 「子の母を お もふが ご と く に て、 衆生 仏 を

憶す れ ば、 現前当来 と ほ か ら ず、 如 来 を拝見 う た が は ず」 と仰せ ら れ、

御文章に は、 人 間 の臨終に立到り た 時 の 心持ちを お 示 し な さ れ て、 「ま

こ と に死せ ん 時 は、 か ね て た の み お き つ る妻子も財宝も、 我 身 に は 一 つ

も 相添う こ と あ る べ か ら ず、 さ れ ば死出 の山路の末、 三 途 の大河を ば唯

一 人 こ そ 行 き な ん ず れ、 こ れ に よ り て た だ深く 願 う べ き は 後 生 な り、 ま

た頼む べ き は 弥 陀 如 来 な り、 信 心 決 定 し て 参 る べ き は 安養の 浄 土 な り と



思 う べ き な り」 と 御 教化な さ れ て あ り ま す。

　頼む と は、 ど うぞと 願 う の で は な く、 た の み に す る事で あ り ま す。 換

言す れ ば お す が り す る こ と で あ り ま す。 後 生 の大事は 親 様 に お す が り す

る 外 は あ り ま せ ぬ。 御 本 願 が大丈夫で あ り ま す か ら、 あ な た 様 を頼り に

し、 お す が り さ せ て貰う こ と が、 御当流の 御 安 心 で あ り ま す。 深い謂れ

れ は 仏 様 の お仕事で あ り ま す、 私 の貰い 心 に こ れ以外 の事が あ る と 考 え

て は 安 心 は 出 来 ま せ ぬ、 尊い事も深い 道 理 も皆悉く 如 来 様 の お仕事で あ

り ま す か ら、 私 と し て は唯々あ な た 様 の大願 業 力 に、 お す が り さ せ て貰

う こ と が 御 安 心 の肝要で あ り ま す。 こ の お謂れ を よ く お 心 得 に な っ て、

此度 迷 い を離れ て結構な る お悟り の 世 界 に 参 ら せ て 戴 き ま し ょ う。

19 　 自 力 疑 心 と 自 我

【問】 　 真実阿 弥 陀 仏 の 御勅命が 聞 こ え て 見 れ ば、 一切が 弥 陀 一 仏 の 用

き で、 摂取の 光 り の 中 に摂め ら れ た 上 は、 自 我 と い う観念 は失せ な け れ

ば な ら ぬ 様 に 思 い ま す。 け れ ど も そ こ に は矢張り、 自 我 な る も の が あ っ

て邪魔 に な る よ う で な り ま せ ん。 邪魔 に な る よ う な と い え ば、 は か ら い

心 で も起し て い る の で な い か、 し か し別に計っ て い る と は 思 い ま せ ん。

　 今 一 つ 真 如 法性の体か ら い え ば、 迷 と悟り は 二 つ あ る の で は な い、 と

聞 き ま す が 如 何 で し ょ う か お尋ね し ま す。

【答】 　 お尋ね が 二 つ あ り ま す、 先 ず第一 に 真宗の 御 安 心 は、 阿 弥 陀 様

の お勅命が 聞 こ え て、 願 力 に 信順さ せ て頂い た 上 は、 一切す べ て 弥 陀 一

仏 の 御 は た ら き で た だ た だ 親 様 に摂取せ ら れ る ば か り と な る の で あ り ま

す。 然る に 自 分 の手元に 自 我 と い う も の が失せ ぬ よ う に 思 わ れ る と申さ

れ て あ り ま す が、 元来 自 我 な る も の は、 す べ て凡夫の 迷 い の根本 と な る

も の で、 こ れ は 信 心 が 得 ら れ て も、 お 浄 土 に 参 る ま で は 無 く な ら ぬ も の

で あ り ま す。 然し な が ら こ れ は凡夫の煩悩 の 迷情の 上 に あ る事で、 御 本

願 を 疑 い 往 生 に 就 て 自 分 の計ら い を雑え る 分 と事柄が違う の で あ り ま す。

　 往 生 に 就 て は 親 様 の 願 力 に打ま か せ て、 自 力 の計ら い を打す て さ せ て

頂き、 唯一 す じ に 親 様 の お 助 け に ま る ま か せ さ せ て頂く の が 真宗の 御 安

心 で あ り ま す、 こ こ さ え 戴 け た ら 往 生 に は 間違い あ り ま せ ん。

　 次 の お尋ね の 私 ら は、 真 如 法性の体か ら い え ば 迷 い と悟り と 二 つ あ る

の で 無 い と い う お尋ね、 こ れ は申す迄も な い そ の 通 り で あ り ま す。 然し

物に た と え て い え ば、 こ こ に東か ら西に 通 ず る 道 が あ り ま す。 こ の 道 は

た し か に 無 い の で は あ り ま せ ん。 然し乍ら西を西と 心 得 て西に向っ て 進

ん で 行 け ば其道 も た し か に 正 し き 道 に 相違あ り ま せ ん、 そ の 思 い も 迷 い

で は あ り ま せ ん。 然し な が ら西を東と誤っ て 進 ん で 行 く と す れ ば 道 も 間

違っ て 居 り ま す、 思 い も 迷 う て い る の で あ り ま す。 丁 度 そ の 様 に 我々も

真 如 法性の 理 の 外 で は あ り ま せ ぬ が、 併 し乍ら こ の 理 に 迷 い、 誤っ た 考

え を起し て い る 間 は、 す べ て が皆迷 い で あ り ま す。

　 私 ら は実に 自 分 で な い も の を 自 分 と 思 い、 我物で な い物を 我物と 心 得



て お り ま す か ら、 こ れ が 迷 い の衆生 の状態な の で あ り ま す。 無始己来尽

未来際の末か け て、 迷 い に沈め る 間 は、 誰 人 も皆こ こ に 迷 う て 居 る の で

あ り ま す。 現在人 間 で あ る限り 人 間 の 自 我 の 迷 よ り 人 間 界 の あ らゆる物

を、 実に 自 分 と 思 い、 実に 我物と 思 う て 居 る か ら、 い つ ま で も執着の 心

は と れ ま せ ん。 然し乍ら こ れ が即ち迷 い で あ る か ら 我物と 思 う て 居 っ て

も、 生 が変れ ば す べ て こ れ を捨て ね ば な り ま せ ん。 之を す て て 見 れ ば 何

物も な い か と云え ば、 や は り こ の 迷執が連続し ま す か ら、 自 分 に 非 ざ る

も の を 自 分 と執じ、 何 時 が い つ ま で も 斯 様 な 迷 い を く り返す の で あ り ま

す。 こ の 迷 い の 思想を離れ、 こ の 迷 い の 行動が な く な っ た 時、 始め て お

悟り の 世 界 に 出 さ せ て頂く の で あ り ま す。 要す る に わ が 往 生 の 一大事に

就 て の肝要は、 自 力 を す て、 御 本 願 に全ま か せ を さ せ て頂く こ と が い よ

い よ の要点で あ り ま す か ら、 そ の辺を よ く 御注意 を 願 っ て お き ま す。

20 　 魔 界 と 外 道

【問】 　 念 仏 の 行 者 に は 魔 界 外 道 も障碍す る こ と な し と あ り ま す、 外 道

と は総て 仏 教以外 の余道 を指し た る も の と 考 え て 居 り ま す が、 こ の 魔 界

な る も の は、 ど ん な 世 界 を 名づけ た も の で 御座い ま す か、

　 魔王と い っ た ら、 妖怪か、 悪鬼神か、 何 れ に し て も、 其怒り に触る る

と、 忽ち障る と か、 崇る と か、 大い に 人類に向っ て迫害を加え る、 一種

の 生物が現存す る も の で す か、 同 じ 人 界 に於て も純真 な る 人類を誘悪 す

る醜輩を指し た る も の で し ょ う か、

　事実こ の 世 界 は尽十方無碍光 如 来 で あ り ま し て、 十方世 界 仏智の遍満

せ ざ る と こ ろ な く、 大慈 悲 の 行 き渡ら な い 所 は 無 い の で あ り ま す か ら 何

れ の辺に も 悪 魔 や 悪鬼神の跳梁す る筈も な く、 崇る と か障る と か、 申す

言さ え認む る こ と の 出 来 な い ハ ッキリと し た 世 界 で し ょ う、 だ か ら そ れ

を そ ん な に恐れ る観念 は根底 よ り 間違っ て い る と 思 い ま す。 然る に 魔 界

の障碍と い う語が あ り ま す の で、 こ の辺か ら 考 え ま す と、 こ れ は、 念 仏

者 は全く そ の障碍は受け ま す ま い が、 其反面に於て 非 念 仏 者 は其障碍を

受く る も の と 思 い ま す が 如 何 で し ょ う。

【答】 　 先 ず 魔 界 外 道 に障害せ ら る、 と い う こ と に つ い て お 答 え い た し

ま す。 魔 界 と い う こ と は 仏 説 に よ れ は、 天魔、 悪 魔 と い う こ と が あ り ま

し て、 例せ ば第六天の 魔王が、 人 間 に向っ て障害を与え る と い う こ と が

あ り ま す。 そ の眷族が 多 く あ り ま し て、 ま た障害を す る と い う こ と も あ

り ま す、 こ れ を 魔 界 と い う の で あ り ま す。

　 人 界 に於て純真 な 人類を誘悪 す る醜輩の 如 き は、 即ち外 道 と い う の で

あ り ま す。 外 道 と い え ば 仏 教 外 の総て の 教 え を指す よ う に あ り ま す が、

仏 教 外 の 教 え で も、 仏 教 の 正 し き 道 理 に契う 教 え な れ ば、 即ち仏 教 と 同

様 で、 外 道 と は い わ れ ぬ こ と に な り ま す。 例せ ば孔子や孟子の 教 え の よ

う に、 正 し い 人 道 を 教 え る 如 き は そ れ で あ り ま す、 今 外 道 と い う は即ち

邪教 の こ と で、 道 理 に契わ ず、 道 に背く 教 え を指し て 外 道 と い う の で あ



り ま す。

　 次 に尽十方無碍光 如 来 と あ っ て 阿 弥 陀 様 の 光明は十方世 界 に遍満せ ぬ

と こ ろ が 無 い と す れ ば、 悪 魔、 悪鬼神の跳梁す る筈な く、 た た る と か障

る と か い う こ と は認む る こ と は 出 来 な い、 と あ り ま す が、 尽十万無碍光

と い う事に つ い て は、 如 来 様 の 光明に は照育の 光明と、 摂取の 光明と 二

つ の作用 か あ り ま す。 照育の 光明で い え ば、 十方衆生 が 仏 教 を 聴 聞 す る

様 に、 お育て の作用 で あ り ま す。 こ れ は利益を蒙む る こ と の厚薄は あ り

ま す が、 十方衆生 如 何 な る も の も漏れ る 者 は あ り ま せ ん、 去り乍ら現在

罪悪 を造る 善根な き 者 は、 迷 界 を離る こ と も 出 来 ず 地 獄 に も落ちま す。

そ れ と 同 じ よ う に 悪 魔 の障害も受け ね ば な ら ぬ 道 理 で あ り ま す。

　 信 心 を頂け ば 如 来 様 の摂取の 光明に抱か れ て、 信 心 の 徳 と し て、 あ ら

ゆる煩悩 悪 業 を断滅 せ ら る る と き、 地 獄 に も落ちず、 又天魔 悪 魔 に も障

害せ ら れ ぬ こ と に な る の で あ り ま す、 尤も こ こ に注意 い た し ま す が、 信

心 を 戴 い て も こ の 世 に あ る 間 は、 煩悩 も起り罪悪 も造り ま す、 今 信 の 一

念 に す べ て の煩悩 と罪悪 と を消滅 し て 下 さ る と い う こ と は、 信 心 の お 徳

か ら い う こ と で、 信 心 の お 徳 か ら い え ば、 全く煩悩 悪 業 は 信 の 一 念 に消

滅 す る の で あ り ま す。 そ れ が事相 と い っ て 相 の 上 に な く な る こ と は臨終

の 時 に し て、 こ の 時 す べ て の 迷 を離れ て、 浄 土 に 往 生 を さ せ て頂く の で

あ り ま す。

　要す る に 悪 魔 の障害な ど の こ と を い う か ら方角を選ん だ り、 友引き と

か い う 迷 信 が起る の で は な い か と 思 い ま す。 こ れ は天魔、 悪 魔 の障害の

あ る と い う こ と は、 争わ れ ぬ こ と で あ り ま す が、 こ れ を防ぐ方法 を誤る

の で あ り ま す。 こ れ が即ち迷 信 と い う も の で あ り ま す。 依て近く こ れ を

説明す れ ば、 能く 人 道 を守り 正 し き 行 い を す れ ば、 そ れ だ け で も天魔 悪

魔 の近寄ら ざ る 徳 は あ る の で あ り ま す。 況ん や 信 心 の 得 ら れ た 人 は、 御

和讃に も 「大地 に み て る 悪鬼神皆こ と ご と く恐る な り」 と あ る 通 り で あ

り ま す、 か 様 な 道 理 で あ り ま す か ら、 速か に 信 心 獲 得 の 身 と な ら れ、 報

謝の 称 名 と も ろ と も に、 人 道 を誤ま ら ず、 俗 諦 の 行儀を 正 し く お守り な

さ る こ と が、 何 よ り も肝要で あ り ま す。

21 　 信 者 と 悪 業

【問】 　甚だ恐縮で す が 私 の 不審に対し て 御明答 を 願 い ま す。 あ る殺人

罪を犯し た も の例せ ば山田憲の 如 き、 惨酷な殺人罪を犯し た も の が大い

に改悔し、 教戒師に よ り他力 本 願 の 教 法 を 聴 聞 し て 信 心 獲 得 の 身 と な ら

れ た。 今 一 人 不良な 人 が他家に押し入り強盗を は た ら き、 刑に処せ ら れ

た、 其後満期放免と な り 不 思議に 法 を 聞 く よ う に な り ま し た。 今 思 う と

こ の 人 の育っ た家は 御 法 義 の家庭で あ り ま し た。

　 こ こ に起る 不審は こ の両者 を 見 る に 一 人 は去人 と な っ て い る が、 全く

改悔、 さ んげし て 無 二 の 信 者 と な っ て い た か ら 極 楽 往 生 疑 い な い と 信 じ

ま す。

　 今 一 人 は犯罪前 よ り軽い が 時々悪 い く せ が あ る、 如 来 の 御 慈 悲 は 如 何



な る罪深き も の で も お 助 け 下 さ る と は申し な が ら、 か か る 不良の 心 で は

如 何 な る も の で あ り ま し ょ う か、 御明示 願 い ま す□

【答】 　右様 の お た ず ね は よ く 世 間 に あ る こ と で あ り ま す が、 真宗に と

っ て は 非 常 に大切な 問題で あ り ま す。 こ れ は 真 諦 俗 諦 と い う 法 義 を よ く

注意 し て 考 え ね ば な り ま せ ぬ。 真 諦門か ら い え ば、 往 生 は 仏 の 願 力 に よ

り、 未来 浄 土 に 往 生 せ し め た も う こ と な れ ば、 御文章に あ る よ う に十悪

五逆の罪人 も こ と ご と く消滅 し た も う故に、 如 何 な る罪業 あ り と も 往 生

間違い 無 し と い う こ と で あ り ま す。 去り乍ら 法 は そ う で あ り ま し て も、

信 が あ れ ば 自然に 俗 諦門の 生活に も及ん で 来 る わ け で す。 念 仏 者 の 生活

か ら い え ば、 罪障は誡め ら れ、 今 生 生活の 間 は、 こ の 身体は 前 生 の 業果

な れ ば 前 生 の 業 も 報 い ま す。 今 生 で造っ た罪も華報 と い っ て 今 生 で華の

報 い を受け ね ば な ら ぬ。 例せ ば 世 間 の 法律に 問 わ れ る よ う な も の で あ り

ま す。 「但し 信 心 の 人 な れ ば現益が あ り ま す か ら 一概に は い わ れ ま せ ん」

が、 因果の 道 理 と い う も の は、 前 世 で 人 を殺せ ば 今 生。 後 生 で大な 報 い

を受け ね ば な り ま せ ん。 今 生 で 人 を殺せ ば た と い 前 生 の敵を う つ に し て

も、 そ の罪悪 は 今 生 後 生 で 必 ず 報 い を受け ま す。 さ れ ば 信 心 を 得 た 人 は

た と い 仏 力 に よ っ て、 罪障を 滅 せ ら る、 と い え ど も、 其辺の 道 理 を 考 え

た ら大い に懺悔し て 人 の 迷惑に な ら ぬ よ う、 心 得 ね ば な り ま せ ん。

22 　 称 名 報 恩

【問】 　 お た ず ね い た し ま す、 信 じ た 上 の 称 名 念 仏 は、 仏 の 御化益を お

手伝い す る こ と に な る か ら 報謝に な る と の こ と で す が、 た だ お手伝い と

い う こ と な ら ば余り重要で な い よ う に 思 わ れ ま す。 私 は 小児は母の 名 を

慕い呼ぶ如 く、 信 者 は 仏 の み 名 を 南 無 阿 弥 陀 仏 南 無 阿 弥 陀 仏 と呼ぶ、 そ

れ が 仏 を 喜 ば せ る か ら 報謝に な る の で は な い か と 思 わ れ ま す が、 如 何 の

も の で し ょ う か。

【答】 　 信 の 上 の 称 名 が 仏 恩 報謝に な る と い う こ と は、 上 は 仏 徳 を讃嘆

し 下 は 仏化を 助成す る こ と に な る か ら、 仏 恩 報謝に な る の で あ り ま す。

上 仏 徳 を讃嘆す る こ と は子供が母の 名 を よぶご と く 心 得 て よ ろ しゅう あ

り ま す。

　 下 仏化を 助成す る と い う こ と は、 我々が 称 え る お 念 仏 は懈怠勝ちな れ

ど も、 和讃に も 「無慚無愧の こ の 身 に て、 ま こ と の こ こ ろ は な け れ ど も、

弥 陀 の廻向の 御 名 な れ ば、 功徳 は十方に みちた ま う」 と あ れ ば、 仏 名 の

お 徳 が尊い か ら大い に 仏 の 御利益を お 助 け す る こ と に な り ま す。 併 し な

が ら 我々の 心 得 は 仏 恩 を感謝す る 思 い に て 称 名 す れ ば、 宜敷御座い ま す。

如 何 に 仏 名 の 徳 が十方に満ちわ た る と は い え ど も、 や は り 仏 力 の 外 は な

い の で あ り ま す か ら、 た だ 私 ら に と り て は 仏 恩 の広大な る こ と を仰い で

感謝す る 外 は あ り ま せ ん。



23 　 信 一 念 の 覚 知

【問】 　口伝抄六十八丁 に 「一 念 を も っ て 往 生治定 の 時刻と さ だ め て い

のち延ぶれ ば 自然と 多 念 に及ぶ道 理 を あ か せ り」 と仰せ ら れ、 ま た執持

抄に 善 知識の こ と ば の 下 に、 帰命の 一 念 を発得 せ ば と仰せ ら れ て あ り ま

す。 そ の他一 念 の こ と は い く ら も 聖 教 に 出 て お り ま す が、 こ の 時刻の 一

念 は 何月何日何 時 に、 ど な た の 御 教化の 下 に 獲 信 し た と い う 一 念 の 時尅

が 自 分 に わ か る も の で 御座い ま し ょ う か、 わ か ら ぬ も の で 御座い ま し ょ

う か。

【答】 　 信 心 獲 得 の 一 念 の 時尅は、 必 ず 何 人 に も あ る も の で 御座い ま す、

し か し、 そ の 一 念 の 時尅を 自 ら 何月何日何 時 で あ っ た と い う こ と は、 分

る 人 も あ り 分 ら ぬ 人 も あ り ま す。 御開山様 や弁円は明ら か に そ の 時尅が

分 っ た 人 で あ り ま す、 今日で も、 こ の 時尅の 分 る 人 も あ り ま す。 さ り乍

ら煩悩強盛の凡夫な れ ば、 煩悩 の た め に取り紛れ、 あ る い は若存若亡で

信 心 が 出 来 た り砕け た り す る うち、 い つ と な く 真実信 心 に な る 人 も あ り

ま す。 そ こ で大体に於て 自 ら 獲 信 し た こ と か 分 ら ぬ と い う こ と で は あ り

ま せ ぬ が、 大概を 人 は精細な 時尅が 分 ら ぬ方が 多 く あ り ま す、 だ か ら 信

明院様 の 御消息に も 年月日時 を沙汰す べ か ら ず と仰せ ら れ て あ り ま す、

時尅に 心 を取ら れ ず、 唯願 力 不 思議を 聞 き 分 け さ せ て頂く こ と か肝要で

あ り ま す。

24 　 善 悪 共 に

【問】 　 阿 弥 陀 様 の お 慈 悲 は、 私 ら の 所作の 善 悪 に よ っ て お 助 け 下 さ る

の で は な い、 真実の大慈 悲 で 如 来 さ ま が お 助 け 下 さ る の で、 悪 人 の 生 れ

つ き の こ の ま ま が、 お 助 け に あ ず か る の で あ る と 聞 か せ て も ら い ま す と、

ま こ と に有難い よ う で 御座い ま す が、 事実私 の 所作や、 心 の状態を眺め

ま す と、 何 う も 御 法 義 を 喜 ん で い る 心 も姿も 御座い ま せ ぬ、 悪 人 の ま ま

と 聞 か せ て貰え は、 い か に も こ の ま ま が救わ れ る よ う で も あ り ま す が、

こ れ を 私 の現実の 上 に味い ま す と、 ど う も こ の ま ま で お救い と は 思 わ れ

ま せ ぬ、 何 だ か 「悪 人 の こ の ま ま で お救い」 と い う 御 教化を も っ て 来 て、

自 分 の 心 を ご ま か し て 居 る よ う な 心 地 が 致 し ま す、 こ の辺は 如 何 心 得 た

ら よ ろ しゅう ご ざ い ま し ょ う か、 お 聞 か せ を 願 い ま す。

【答】 　 こ こ が ま こ と に大切な処で 御座い ま す。 こ れ は 浄 土 真宗の 真 諦

門の味い と、 俗 諦門の味い と を、 こ れ も 理窟で な く、 実地 に味わ わ し て

貰わ ね ば な り ま せ ぬ。 弥 陀 の 本 願 の 前 に は罪の沙汰は 無 用 な り で あ り ま

す。 わ が 身 か 善 い 悪 い と い う、 そ ん な事は、 御 本 願 の 前 に は 用事は 無 い

の で あ り ま す、 往 生 の 一大事に つ い て は、 御 安 心 の お 心持は、 如 何 な る



罪人 も お 助 け に 間違い な い事と、 こ れ も実地 に味わ う べ き で あ り ま す。

　 こ の ま ま お 助 け に 預 る と い う こ と を簡単に い え は、 元来 こ の宇宙は、

す べ て 仏 教 の 真 理 と し て 定 め ら れ ま し た 真 如 法性の顕わ れ で 御座い ま す

か ら、 こ れ は暫ら く有漏と 無漏と、 凡心 と 仏智と こ う 分 れ て は 居 り ま す

が、 其体か ら申し ま す と、 丁 度 こ れ は氷と水の関係で 御 応 い ま し て 無明

の寒気 の た め に 法性の水が 疑結し ま し た の が、 有漏の 迷 界 と い う こ と に

な る の で あ り ま す、 そ う し て此の 真 理 を お悟り に な っ た の が 如 来 さ ま で

あ り ま す故、 凡夫の 力 で は か な い ま せ ぬ が、 仏 様 の お 力 で は、 こ の有漏

の凡心 と、 無漏の 仏智と が融合 す る作用 が あ る の で あ り ま す。 こ の 意 義

に於き ま し て、 弥 陀 回向の 信 心 を 獲 得 す れ ば、 仏 心 と凡心 と 一体に な り、

有漏の凡心 が全く 無漏の功徳 に融じ取ら れ る か ら、 真 諦門か ら い え ば煩

悩 の ま ま に お 助 け に頂る の で あ り ま す。 さ て こ れ が 今日の日暮し、 俗 諦

門の方に ま わ り ま す と 如 来 様 御冥見 の も と に謝り入り 我 身 の 行 い を よ く

す る よ う に、 実地 に か け て耆ま ね ば な り ま せ ぬ。

25 　 宿 善 と 獲 信

【問】 　 私 は 世 の 多 く の 同 行達が 求 め て い る頼む味い に 行結っ て苦し ん

で 居 り ま す、 あ る 御講師の お 説 教 で は、 「信 心 の い つ ま で も頂け な い の

は、 未だ 宿縁か 来 て い な い の だ」 と仰し や い ま し た、

　 ま た、 あ る 御講師は 「疑 い を晴れ さ せ て頂く の も凡夫の 力 で は な く し

て、 如 来 様 が晴れ さ し て 下 さ る の だ」 と申さ れ ま し た。 私 は、 こ れ ま で

疑 は 自 分 の 力 で晴れ る も の と 思 っ て 居 り ま し た。 で は 宿縁が な け れ ば 何

時 ま で苦し ん で も、 信 心 は頂け な い の で し ょ う か、 私 は 如 来 様 か ら 疑 を

晴れ さ せ て 下 さ る ま で待っ て 居 ら れ な い 気 が 致 し ま す が、 如 何 な も の で

御座い ま し ょ う か お質ね い た し ま す。

【答】 　 お質ね の た の む の味い と は、 如 来 様 の お 助 け を頼み に す る こ と

で あ り ま す。 仏 の 願 力 が お手強い か ら、 私 は こ の 願 力 を頼み に し て お す

が り申す こ と で あ り ま す、 よ っ て凡夫自 身 は 後 生 と な っ て は、 罪は深く

願 も 無 く 行 も 無 く、 天に も 地 に も 法海に す が り場の 無 い も の で あ り ま す。

阿 弥 陀 様 が こ の 機 を 助 け る た め に 願 行 を成就 し て、 罪あ り な が ら こ の 弥

陀 が 助 く るぞよ と お呼び 下 さ る。 こ の お 慈 悲 を頼み に さ せ て頂く の が、

弥 陀 を た の む領解 の す が た で あ り ま す。 そ こ で 信 心 の こ と は 如 来 様 か ら

疑 い を晴れ さ せ て 下 さ る の で あ り ま す。

　 宿 善 の こ と は も と よ り あ る こ と で あ り ま す が、 苟し く も大事に 法 を 求

め る 者 は 宿 善 が 無 い と は い わ れ ま せ ん。 よ っ て こ の 如 来 様 の お 慈 悲 の お

ま こ と を よ く 聞 き わ け さ せ て頂け ば、 わ が 力 で 無 く て 仏 の お手元が大丈

夫だ か ら 安 心 さ せ て頂か れ る の で あ り ま す。 た だ い た ず ら に侍っ て い る

の で は あ り ま せ ん。 大事を か け て 法 の方を よ く よ く 聞 か せ て 戴 か ね ば な

り ま せ ん。



26 　 求 道 の 心

【問】 　 私 は 年 来死と い う こ と が 非 常 に恐く て、 そ れ故つ ね に 御 法 を 聞

か せ て頂き ま す。 然る に 私 の 心 は 二 道 に別れ ま す。 一 つ は死は恐く、 又

一 つ は そ れ に驚か ぬ 心 で す。 静か に 後 生 を 思 う 時、 なぜ本 気 に な っ て 一

大事を 求 め て く れ な い の か と 我 機 な か ら も 悲 し く な る こ と さ え あ り ま す

が、 私 と し て こ れ を ど う す る こ と も 出 来 ま せ ん。 こ の 心 は ど う し た ら驚

き を立て 本 気 に な っ て 法 を 求 め る よ う に な る の で し ょ う か、 お 示 し を 願

い ま す。

【答】 　 無 常 の 世 と 知 り な が ら、 飛び立つ ほ ど に驚き の立た ぬ の は、 愚

か な凡夫の習い で あ り ま す。 と て も 我々は、 西行 法師や、 伝教大師や弘

法大師の よ う な 法 の 求 め方は 出 来 ま せ ん。

由っ て た だ凡夫相 応 に、 後 生大事の 心 が起れ ば よ ろ し い の で あ り ま す。

そ こ に 力 み を入れ る か わ り に、 御 法 の わ が 身 に 相 応 し た る尊と さ の ほ ど

を 聞 き 分 け さ し て頂く こ と が肝要で あ り ま す。 し か し、 蓮如 様 も く ど く

ど と、 無 常 の有様 を お 知 ら せ に な っ て 「一大事と い う は こ れ な り、 も っ

て の 外 の大事な り」 と も仰せ ら れ て あ り、 又、 先 徳 の言葉に も、 「無 常」

の 二 字 を鼻の 先 き に か け て お け」 と い わ れ た ご 意 見 も あ り、 ま た、 念死

聞 法 と い う こ と ば も あ り ま す。 時 に は臨終を と り よ せ て大事を か け て 御

聴 聞 な さ れ ね ば な り ま せ ぬ。

27 　 聖 教 は 仏 の 直 説

【問】 　 私 は 善 知識の 御 説 法 は偽り と は 思 い ま せ ん、 又諸の経文の 御 説

も虚と は 思 い ま せ ん。 そ れ に、 阿 弥 陀 様 の 御 本 願 が ハ ッキリ信ぜら れ ま

せ ん。 そ こ で、 朝晩お内仏 さ ま に お礼を し て、 南 無 阿 弥 陀 仏 を 称 え て い

て もフト 「夢の 中 に で も 仏 様 か あ ら わ れ て 下 さ っ た ら、 ハ ッキリと、 信

ぜら れ る だ ろ う」 又あ る 時 は、 「真宗の み 教 え は、 還相廻向な れ ば 親鸞

聖 人 や、 蓮如 上 人 の よ う な方が幾人 も 御 出 世 に な れ ば」 な ど 思 う こ と も

時々あ り ま す が 心 の 迷 い と い う も の で し ょ う か、 御批判を 願 い ま す。

【答】 　 お質ね の事は 一 応尤に 聞 こ え ま す が、 お 聖 教 の 御化導で 信 心 が

獲 ら れ ぬ と す れ ば、 蓮如 様 や、 御開山様 に お逢い し て も 獲 信 の 出 来 る 道

理 は あ り ま せ ん。 殊に夢な ど で 如 来 様 を拝ん だ と て、 夢な ど は的に な ら

ぬ も の で あ り ま す か ら、 信ぜら れ る も の で は あ り ま せ ん。 そ れ よ り は、

先 に い わ れ た お 聖 教 の お 説 は虚と は 思 わ ぬ と申さ れ た、 あ れ が大切で あ

り ま す。 先 徳 も 聖 教 は 如 来 の お こ と ば句面の 如 く味え と言う て お ら れ る、

先 年 も 或 る大学生 か死病に か か り臨終も近い と の事、 御 法 話 を 願 い た い

と言う て 来 た の で病院の病室へ 行 っ た こ と が あ り ま す。 病人 の枕も と で

末代無智の 御文章を読ん で 聞 か せ て 上げた、 「た とひ罪業 は深重な り と



も、 か な ら ず救い ま し ま す べ し」 と読む うち、 あ れ を も う 一 度読ん で 下

さ れ と い う の で、 操り か え し読む うち 「あ あ有難い」 と云っ た ま、 声 は

聞 え ぬ よ う に な っ て了っ た。 こ の お味い で お 聖 教 を拝見 な さ れ た な ら ば、

お 助 け は 疑 わ れ ぬ で は あ り ま せ ん か。 聖 教 は 仏 の 直 説 と頂く の で あ り ま

す。

28 　 前 世 の 決 定 業

【問】 　 如 来 様 の お 慈 悲 を 信 じ た 者 は、 こ の 世 で な し た る 悪 業 が、 後 生

で 悪果を受け な い で済ま せ て頂く と お 聞 か せ に 預 っ て 居 り ま す。 さ す れ

ば、 信 決 定 の 人 が こ の 世 で大病に か か っ て苦ん で い る場合 に、 如 来 様 は

こ の苦し み を除け て 下 さ る こ と は 出 来 な い の で し ょ う か、 こ の 世 で な し

た 悪 い 業因が未来 で果を開か ぬ な ら、 過去世 に な し た 業因が、 こ の 世 で

大病と い う果と な っ て、 苦し む、 そ の大病の 悪果を除く こ と は、 如 来 様

と し て 出 来 る と 思 い ま す。 そ れ が 出 来 ぬ な ら、 仏 様 の お 力 も 無限と い わ

れ ぬ事に な り ま す 如 何 で し ょ う か。

【答】 　 お尋ね は 一 応尤も に 聞 え ま す が、 こ れ は現在の 我 身 は ど う し て

出 来 た と い う事を 考 え さ せ て貰わ ね ば な り ま せ ぬ。 現在の 私 ら の肉体は、

過去世 に造っ た色々の 善 い こ と 悪 い こ と、 其前 生 の 業 に 報 う て 出未た の

が、 こ の現在の わ が肉体で あ り ま す。 だ か ら此肉体の続く かぎり、 前 生

か ら の 定 ま っ た 業 報 は、 例せ ば女は男に な れ ぬ 如 く、 の が れ る こ と の 出

来 ぬ の が き ま り で あ り ま す。 由っ て 今 如 来 様 の お 慈 悲 を 戴 い て 浄 土 往 生

と 定 ま っ て も、 信 の 一 念 三 世 の 業障が消え る と い う の は、 信 徳 と い っ て

信 心 の お 徳 か ら い う の で あ っ て、 現在の 定 業 か ら い え ば、 前 生 か ら受け

た 業 は ま だ こ う し て肉体が続い て い る局り、 や は り 前 世 の 報 い を受け て

病気 に も か か り、 貧苦に も泣か ね ば な ら ぬ、 こ れ が又正 し い現実の因果

で あ り ま す。

さ て、 そ う な ら 今 生 に於て 何 も 仏 様 の 御利益、 御加護が 無 い か と い え

ば、 中々そ う で は あ り ま せ ぬ。 御 信 心 を い た だ い て、 念 仏 喜ぶ身 と な っ

た 人 は、 如 来 様 が つ き添う て夜昼常 に護っ て 下 さ っ て い る の で あ り ま し

て、 こちら に は油断は あ っ て も、 あ な た方に は 御油断は 無 い の で あ り ま

す。 そ れ で過去世 の 業 報 で も、 そ れ に は色々と種類が あ り ま し て、 決 定

業、 不 定 業、 巳熟業、 未熟業 な ど、 分 れ そ れ に ま た軽と重と が あ り ま す

か ら、 こ れ ら を彼此分別し て、 そ の 力 の弱い も の は之を、 私 と し て 気付

か ぬ こ と も あ る が あ な た方の お 力 で消し 滅 し て、 受け ず に済ま せ て 戴 く

と か、 又、 受け る に し て も ず っ と軽く し て受け さ せ て頂く と か、 そ う い

う こ と は ま こ と に数限り な く 私 の 今日の 上 に あ る事な の で あ り ま す。

こ う し て 出 来 る だ け は現世 か ら 御守護に あ ず か っ て日送り さ せ て頂い

て い ま す が、 い よ い よ あ らゆる罪悪 の 業障が悉く消え は て て、 お証り を

開く こ と は、 こ の 前 世 の 業感を受け た肉体を捨て て お 浄 土 へ 往 生 さ せ て

頂い た 時 で あ り ま す。 そ れ で 私 共 は、 明け て も暮れ て も 如 来 様 の お 光明



の 中 の日暮し を さ せ て頂い て い る事を 喜 び な が ら、 や が て近く 安養浄刹

の 楽 み を待た せ て頂く の で あ り ま す。

29 　 無 生 の 生 と は

【問】 　 高僧和讃の曇鸞章に 「如 来清浄 本 願 の、 無 生 の 生 な り け れ ば、

本則三々の品な れ ど 一 二 も か わ る こ とぞな き」 と ご ざ い ま す、 あ の 中 の

無 生 の 生 と い う の は、 ど う い う こ と で 御座い ま し ょ う か、 お 示 し を 願 い

ま す。

【答】 　 無 生 の 生 と申し ま す こ と は、 如 来 様 の お証り の 上 で い う こ と で

あ り ま し て、 「無 生 無 滅 の 真 理 に か の う た 生」 と い う事で あ り ま す。 私

等凡夫の境界 で あ り ま す と、 こ れ は、 一 人々々が 生 滅 に縛ら れ て い る の

で あ り ま す。 生 き て い る も の は、 必 ず死な ね ば な り ま せ ん、 子が 生 れ た

と い う事は芽出 度 い が も う、 そ こ に は死ぬ る と い う約束が 出 来 上 っ て い

ま す か ら、 い つ か は泣か ね ば な ら ぬ こ と が、 生 れ た 時 か ら約束さ れ て い

る の で あ り ま す。

　 こ う ぬ き さ し な ら ぬ規則に縛ら れ て日暮し て い る の が 私 ら の 相 で あ り

ま す。 然る に 御 本 願 の お 慈 悲 に お ま か せ 出 来 て、 お 浄 土 へ 参 ら せ て頂け

ば、 こ こ へ 生 ま れ た ま ま が、 生即無 生 の 道 理 に契う の で 生 れ た ま ま が、

私 ら 人 間 の 生 れ か た の 様 な の と全然違っ た 生 れ か た で あ り ま す、 そ れ は

も う死ぬ る と い う事の 無 い 生 れ か た で あ り ま す。

　 無 生 の 生 と は お 浄 土 に 往 生 し た ま ま が、 一味平等の証を開く と い う事

に な る の で あ り ま す。 そ こ で 「本則三 三 の品な れ ど、 一 二 も変る こ とぞ

な き」 と い う こ と は 本 は即ち三々の 本―こ れ は凡夫に 上 の凡夫、 中 の凡

夫、 下 の凡夫と あ り ま し て、 そ の 上、 中、 下 に ま た 上 の 上、 上 の 中、 上

の 下、 中 の 上、 中 の 中、 中 の 下、 下 の 上、 下 の 中、 下 の 下 と あ り ま す か

ら 三々が九品の等差の あ る凡夫で あ り ま す が、 こ の よ う に こ の 世 に 居 り

ま す 間 は、 色々と品は か わ る が、 善根の 多 く 出 来 る お方も、 悪 ば か り に

日送り す る 私 ら の よ う な も の も、 お 浄 土 に 参 ら せ て 戴 い た 上 は、 無 生 の

生 と い う 生 れ方で あ り、 一味平等の証り を 得 さ せ て 戴 く と い う仕合 せ に

会 う の で あ り ま す か ら、 こ の 世 で 善 い 行 い を し た 人 も 一味の証り、 こ の

世 で 悪 い事ば か り し た 者 も 一味の証り、 皆平等の 仏 の証り を 得 さ せ て 戴

く の で あ り ま す。

　 こ れ が 「本則三々の品」 じ ゃ が、 証り の 身 と な っ た 上 は、 誰 も彼も 一

二 も か わ る事の 無 い 身 に さ せ て頂く と い う お 意 で あ り ま す。

30 　 真 諦 と 世 俗

【問】 　 真 俗 二 諦 は、 信 一 念 の 時 か ら い わ れ る と い う 人 が あ り ま し た が、



如 何 で し ょ う、 俗 諦 は 信 者 の 生活上 の た し な み で あ る か ら、 別の物で あ

る と も 聞 き ま す、 二種深信 も 真 俗 二 諦 も 一 念 同 時 に揃う も の で ご ざ い ま

す か、 お 示 し 下 さ い。

【答】 　 真 諦 と 俗 諦 と は、 離れ ざ る も の で あ り ま す。 し か し 一 つ も の で

は あ り ま せ ん。 二種の深信 は 真 諦門の 安 心 で、 機 の深信 と は、 自 力 の す

て は て ら れ た 相 で あ り ま す。 法 の深信 と は、 願 力 の お救い に お仕せ し た

思 い で あ り ま す。 つづま り 我 が 身 は 地 獄 必 定 の い た ず ら も の と 知 ら さ れ、

自 力 の 思 い を うちす て て、 願 力 の お 助 け に お す が り さ せ て貰う 思 い が 二

種深信 の 相 で あ り ま す。 よ っ て こ こ に は 俗 諦 の 意 義 は あ り ま せ ぬ。 こ の

信 決 定 の 後 の 生活上 の た し な み の 上 に、 わ が 身 の 行状を つ つ し ま せ て い

た だ く が 俗 諦 で あ り ま す。 然し、 こ の 俗 諦 も 真 諦 か ら も よ う さ れ る の で

あ り ま す か ら、 元よ り 真 諦 を離れ た も の で は あ り ま せ ん が、 真 諦 の 二種

深信 が、 直ちに 俗 諦 と い う こ と で は あ り ま せ ぬ、 こ の 心 で 御判断な さ っ

た ら、 お訊ね の趣き の 二 つ の 説 の よ し あ し は 御了解 で き る で あ り ま し ょ

う

31 　 信 行 は 不 二

【問】 　 信 と 行 と は 二 つ で あ っ て、 こ れ は 丁 度火と煙の よ う な も の で あ

る と お 聴 か せ に あ ず か っ て い ま し た が、 こ の頃あ る僧か ら 承 わ り ま し た

ら、 信 と 行 と は 二 つ で な い 一 つ で あ る よ う に 聞 き ま し た、 何 れ か 正 し い

の で し ょ う か お尋ね し ま す。

【答】 　 お尋ね の 信 と 行 と は、 信 と は 信 心 の事で あ り 行 と は 称 名 の事で

あ り ま す。 そ れ な れ ば こ の 信 と 行 と は、 一 つ と も云わ れ る の で あ り ま す。

又、 二 つ と も云わ れ る の で あ り ま す。 ま ず、 一 つ と云わ れ ま す の は、 一

声、 二 声 と 称 え る 称 名 は、 信 心 が姿に あ ら た れ た 相 で あ り ま す か ら、 其

辺か ら い え ば、 こ れ は 一 つ の も の で あ る と い わ れ る の で あ り ま す。 さ り

な が ら、 信 心 は 心 に あ っ て、 往 生 の 正因で あ り ま す、 称 名 は口に あ ら わ

れ て、 仏 恩 報謝と な る の で あ り ま す か ら、 そ の辺か ら は火と煙の よ う な

も の で あ り ま す か ら、 其辺か ら は 二 つ に 見 ね ば な り ま せ ん。 一 つ に扱う

こ と は、 こ れ は大変む つ か し い 法門で あ り ま す か ら、 普通 で は、 信 と 行

と は 一 つ の も の で、 信 心 は 往 生 の 正因、 称 名 は 仏 恩 報謝の経営な れ ば、

火と煙の 如 く 心 得 た ら よ ろ し い の で あ り ま す。

32 　 必 ず 遇 え る

【問】 　 私 は因縁悪 く し て、 早く か ら夫に死に別れ、 ま た 間 も な く、 可

愛い子供に 先立た れ ま し た。 そ の 後 私 は 信仰に 悩 ん で い る の で す、 い ろ



い ろ 御 教化に 預 り ま す が、 仏 様 の 願 力 不 思議を以て、 極 楽 に 往 生 さ せ て

頂け ば、 神通 力 を以て 先立た れ た夫や子供を皆済度 す る事が 出 来 る と の

事で あ り ま す。 然し又他の お方の お 話 し に よ れ ば、 三 悪 道 に沈ん で苦し

ん で い る 者 は、 因縁無 く し て は、 そ れ を済度 す る こ と は 必 ず 出 来 る と は

い わ れ な い と の事で あ り ま す。 私 の よ う に、 夫や子供に 先立た れ て、 早

く そ れ を済度 し た い と 思 う て い る も の は、 何 う 心 得 た ら よ ろ しゅう ご ざ

い ま し ょ う か、 直ぐ、 私 が 極 楽 へ 参 っ た ら済度 出 来 る も の で あ り ま し ょ

う か、 必 ず し も 出 来 る と は限ら ぬ も の で あ り ま し ょ う か、 お 聞 か せ を 願

い 上げま す。

【答】 　 お 浄 土 に 往 生 さ せ て頂き ま す れ ば、 必 ず還相 回向の 御利益が あ

る の で あ り ま す。 こ の還相 回向の利益は、 も と よ り 一切衆生 に及ぶの で

あ り ま す が、 特に 自 分 に因縁の あ る も の を済度 さ せ て頂く こ と か 主 に な

る の で あ り ま す。 由っ て、 今 生 の み な ら ず、 生々世々の 親兄弟を済度 さ

せ て貰う こ と が 出 来 る の で あ り ま す。 由っ て あ な た も、 お 浄 土 に 往 生 さ

せ て貰わ れ ま し た ら、 必 ず第一番に、 夫や わ が子の済度 が 出 来 る の で あ

り ま す。 こ れ こ そ因縁が あ る の で、 因縁が な い と は い わ れ ま せ ぬ。

33 　 心 が 往 く

【問】 　 極 楽 は西方十万億土 と 承 り ま す が、 人 間 の 世 界 と は、 全然別の

も の で 御座い ま す か、 人 間 の こ の 世 界 を ば、 犬は犬の 世 界 と 思 い、 馬は

馬の 世 界 と 思 う よ う に、 や は り こ の 世 界 が 仏 の お 世 界 と な る の で あ り ま

し ょ う か、 全然、 こ の 世 界 よ り ほ か に、 遠い と こ ろ に 極 楽 と い う 世 界 が

あ る と す れ ば、 何 う し て、 死ん だ 時 に 魂 は そ の 世 界 へ 行 く の で 御座い ま

し ょ う か、 弘誓の船と は申さ れ ま す が、 こ の船と は喩で あ っ て、 実際、

船に の り こ ん で 行 く の で あ り ま す ま い か ら、 そ れ な ら、 ど う し て 行 く の

で 御座い ま し ょ う、 そ れ か ら 今 度 は 地 獄 で す が、 こ の 地 獄 も ま た、 こ の

地 の 底、 何百由旬と や ら に あ る と 承 り ま す が、 大地 の 底 に実際あ る の で

御座い ま し ょ う か、 も し大地 の 底 に あ り と す れ ば、 こ れ ま た 魂 は ど う し

て そ こ へ 行 く の で あ り ま し ょ う か、 徹 底的に 御 説明を お 願 い ま す。

【答】 　 お尋ね の 如 く、 極 楽 は十万億土 の 仏 土 を過ぎて 世 界 あ り、 名づ

け て 極 楽 と い う と あ り ま す か ら、 こ の 世 界 と は全く別の 世 界 で あ り ま す。

此の 世 界 を、 犬は犬の 世 界 と 見、 馬は馬の 世 界 と 見 る。 こ れ と 同 時 に、

仏 は 仏 の 世 界 と 見 る と い う 道 理 も、 無 い事は あ り ま せ ぬ。 し か し、 こ れ

は各々自 分 の 業 力 や、 ま た は お さ と り の智慧の 上 か ら、 左様 に 見 る ま で

の も の で実際は、 こ こ は 迷 い の 世 界 で、 極 楽 世 界 で は あ り ま せ ぬ。 極 楽

世 界 は、 如 来 様 の大願 業 力 か ら 出 来 た 世 界 で、 人 間 や畜生 は、 と て も眺

め る事は 出 来 ぬ 世 界 で、 大菩薩で も 見 ら れ ぬ 世 界 で あ り ま す。

こ の 世 界 へ ま い ら せ て頂き ま す の は、 こ の肉体で は あ り ま せ ん、 こ の

心 が ま い ら せ て頂く の で あ り ま す。 肉体な れ ば 時 間 も か か り、 多 く の里



程も経ね ば な ら ぬ、 然し、 此心 が 行 く に は里程も 無 く、 ま た 時 間 も な く、

お経に は 屈伸臂き よ う即生 極 楽 と あ り ま す か ら、 か が ん だ指が の ら ぬ 間

に 往 生 さ せ て頂く の で あ り ま す。

　又、 地 獄 は 何処に あ る か と い う 問題で あ り ま す が、 す べ て 世 界 と い う

も の は、 人々の 業 力 で あ ら わ れ る の で あ り ま す か ら、 我々は各自 の 業 力

で顕わ れ る の で あ り ま す か ら、 我々は吾が 業 力 で、 一 つ の 地球界 に住ん

で い る の で あ り ま す が、 地 獄 は ま た 地 獄 の罪人 の 業 力 で 出 来 て い る 世 界

で あ り ま す か ら、 そ の 世 界 は こ の 地球外 に、 別に幾千万里落ちゆく と こ

ろ に あ る の で あ り ま す。 そ こ へ 行 き ま す に は、 こ れ も肉体な れ ば、 土 を

もぐり て と か、 穴を くぐっ て 行 く と い う事に も な り ま し ょ う が、 肉体が

行 く の で な く て、 心 の 往 来 で あ り ま す か ら、 物質と は関係が な い事に な

る の で あ り ま す。

34 　 千 中 無 一

【問】 　現世利益和讃に、 「南 無 阿 弥 陀 仏 を と なふれ ば、 梵王帝釈 帰敬

す、 諸天善神こ と ご と く、 よ るひる つ ね に ま も る な り」 と ご ざ い ま す。

こ の 御 和讃を い た だ き ま す と、 南 無 阿 弥 陀 仏 を と な え る と、 こ の現世 に

於て 多 く の 御利益が あ る よ う で あ り ま す。 か か る 念 仏故、 こ れ を と な え

さ え す れ ば、 た と い 信 心 は な く て も化土 の 往 生 が 出 来 る。 そ れ で、 と に

か く 称 え よ と申さ れ ま す。 こ れ に つ い お 示 し を 願 い ま す。

【答】 　 お訊ね が、 現世 の利益と未来 の益と、 二 つ に 分 れ て 居 り ま す。

先 ず現世 の方か ら お 答 え い た し ま す。

　 御 和讃に、 「仏 号 む ね と修す れ ど も、 現世 を い の る 行 者 を ば、 こ れ も

雑修と 名づけ てぞ、 千 中 無 一 と き ら わ る る」 と ご ざ い ま す。 南 無 阿 弥 陀

仏，南 無 阿 弥 陀 と 称 え る、 そ の と な え た 念 仏 の 力 で 今 生 の わ が 身 の利益

を祈る。

こ れ は 御開山が 一番に お嫌い の こ と で あ り ま す。 千 人 の 中 で 一 人 も お 浄

土 へ ま い れ る も の は 無 い と い わ れ る の が、 こ の 御 和讃の お 意 で あ り ま す。

だ か ら 真宗の お 念 仏 を 称 え る 心 もちは、 ど こ ま で も 仏 恩 報謝の 心 か ら で

な く て は な り ま せ ぬ。 守っ て も ら お う と し て と な え る べ き で は あ り ま せ

ぬ。

こ の 世 界 の事は病気 に な れ ば お医者 に か か り。 貧乏す れ ば働い て取り

も ど し、 正 し い因果の 道 理 に従っ て 行 く事を 教 う た の が 仏 教 で あ り ま す。

そ れ に病気 や ら貧乏を 如 来 様 へ も っ て 行 っ て祈る の は、 因果の 理 に背く

か ら 迷 信 に な り ま す。 だ か ら 後 生 の 一大事は 如 来 様 に ま か せ、 救わ れ た

喜 び が 御礼報謝と し て、 南 無 阿 弥 陀 仏 と 称 え さ せ て も ら う、 こ の 信 心 の

行 者 は、 こ の 世 の 五十年百年 を、 阿 弥 陀 仏 は も と よ り、 十方恒沙の諸仏、

諸天善神こ と ご と く夜昼つ ね に守り 通 し に守っ て 下 さ る の で あ り ま す。

こ れ が あ な た の お尋ね の 中 に あ る、 現世利益和讃の お こ こ ろ で あ り ま す。

　又、 一面に は こ う い う辺も う か が え ま す、 御 恩 あ り が た や と、 無 我 に



お 念 仏 を 喜ぶ、 あ の 信 の 行 者 の お 念 仏 の 声 を き く事を、 諸神詣仏 は、 わ

れ わ れ が春の野に 出 で、 鴬の 声 を 聴 く よ う に お 喜 び で あ り ま す。 あ り が

た や と、 信 の 上 か ら 称 え る 無 我 の お 念 仏 の 声 に、 我 も 我 も と諸神諸仏 が、

そ の 行 者 の ま わ り に集っ て 来 て 下 さ る。 こ の諸神諸仏 の よ り集っ て 下 さ

る こ と が、 自 ら 私 ら を お守り 下 さ る こ と に な る の で あ り ま す。 そ こ で 私

共 と し て は、 現世 を祈る 心 な ど を持た ず、 た だ 如 来 様 の 御 恩 を 喜 ん で、

お 念 仏 の日送り の 外 は あ り ま せ ん。 そ の も の の 上 に、 あ な た の方か ら現

世 の 御利益も 自 ら、 お与え 下 さ る の で あ り ま す。

　現世 に向っ て の 私 と し て の 心 得 は、 た だ ま じ め に は た ら く、 そ し て そ

の 上 に免れ ぬ 不仕合 せ は、 こ れ は 前 生 の約束と あ き ら め る、 こ の 外 に な

い の で あ り ま す。

　 次 に未来 の益で あ り ま す が、 信 心 は た と え 無 く と も、 南 無 阿 弥 陀 仏 を

一 生懸命と な え さ え す れ ば、 化土 へ 往 生 出 来 ま し よ う か の お訊ね で あ り

ま す が、 こ れ は な か な か わ れ わ れ が 今日の日暮し を し つ つ 念 仏 を 称 え た

か ら と云っ て、 そ れ で化土 へ 往 生 す る な ど と は 思 い も及ば ぬ こ と で あ り

ま す。 若し化土 へ 往 生 し よ う と 思 え ば、 先 ず 悪 人 で は ま い ら れ ま せ ぬ 善

人 と な っ て平生 は、 一 生懸命お 念 仏 を と な え、 そ の 称 え る 念 仏 が、 直ぐ

往 生 の因と き ま る の で は あ り ま せ ん、 そ れ は臨終に 称 え る 念 仏 の稽古ま

で で あ り ま す。 さ て臨終に な り ま す と、 心 を 正 念 に た もち、 念 仏 を と な

え静か に 来迎仏 の お む か い を待ちま す、 そ う し て い よ い よ 来迎仏 を受け

て、 そ れ で 往 生 が き ま る の で あ り ま す。

わ が 浄 土 真宗は こ う い う事を す る の で は あ り ま せ ぬ、 南 無 阿 弥 陀 仏 の

利益が、 現世 の 生活の 上 に あ っ て も、 そ れ は 如 来 さ ま の方に お任せ し、

又未来 後 生 も た だ た だ 願 力 一 つ に お ま か せ し、 私 と し て は た だ 御礼御 報

謝の お 念 仏 を 喜 ば せ て い た だ く ば か り、 こ れ が 浄 土 真宗の 御 教化で あ り

ま す。

35 　 信 心 と 歓 喜

【問】 　 信 心 は体で 歓 喜 は 信 心 の 相 で あ り ま し ょ う。 そ う す れ ば 信 心 と

歓 喜 と は 同 一 不 二 の も の で あ っ て、 信 心 の あ る処必 ず 歓 喜 が伴わ ね ば な

ら ぬ も の か と 思 い ま す。 所 が 私 は、 信 心 は あ り ま す が、 歓 喜 が あ り ま せ

ん、 こ れ は い か が で あ り ま し ょ う か、 あ る 人 は 歓 喜 は感情で あ っ て、 感

情で 往 生 出 来 ぬ か ら、 歓 喜 は な く て も よ い と言わ れ ま す。 こ の辺に つ い

て 御 教 示 を お 願 い申し ま す。

【答】 　 信 心 が お 浄 土 へ ま い る因で あ り ま す、 極 楽 へ ま い る に は 信 心―

如 来 様 の お 慈 悲 の 疑 わ れ ぬ事に な っ た 一 つ で あ り ま す。 次 に、 歓 喜 で あ

り ま す が、 こ の 歓 喜 に 二 つ ご ざ い ま す。 初起の 歓 喜 と 相続の 歓 喜 と で あ

り ま す。 初起の 歓 喜 と申し ま す の は、 お了解 の当体に あ る の で、 即ち往

生 に 安堵す る 思 い が 初起の 歓 喜 で あ り ま す。 安堵は性能の た ね で は あ り

ま せ ぬ、 然し、 信 心 の も の が ら の 上 に は、 必 ず こ の 安 心 安堵の つ や が あ



る の で あ り ま す。 こ れ を た と え て申し ま す と、 色の つ い た餅の よ う な も

の で、 赤い餅、 青い餅、 あ の色で腹はふと り ま せ ぬ。 腹のふと る の は餅

を た べ て太る の で あ り ま す が、 然し、 餅で あ れ ば、 そ こ に 何 か の色が あ

り ま す。 そ の餅は 信 心、 安 心 安堵は餅の色で あ り ま す。 信 心 と い う餅の

上 に は、 必 ず 歓 喜 と い う色が あ る の で あ り ま す。 然し、 そ の色が な く て

は ま い れ ぬ と い う の で は あ り ま せ ぬ。 赤い色が な く て は腹が太ら ぬ と い

う事は 無 い よ う な も の で あ り ま す。 然し、 親 様 の お よ び 声 が 聞 こ え た ら、

安 心 す な と い わ れ て も、 安 心 せ ず に は お ら れ ま せ ぬ、 こ れ は 初起の 一 念

の 上 に つ い て の事で あ り ま し て、 こ の 安堵は感情と はちが う の で あ り ま

す。

次 に 相続の 歓 喜 で あ り ま す。 こ れ も 往 生 の た ね に な る の で は あ り ま せ

ん。 信 心 さ え あ れ ば、 喜 ん で も ま い れ る、 喜 ば ん で も ま い れ ま す、 う れ

しゅう て も ま い れ る、 う れ しゅう の う て も ま い れ ま す。 然し、 こ の 信 心

の 喜 び は、 そ れ が すぐに 如 来 様 に対し て、 御礼御 報謝に な る の で あ り ま

す か ら、 喜 こ ば れ ん で も よ い と、 打ちす て、 お か ず に、 な る べ く な る べ

く取り 出 し て、 喜 び 喜 び せ ね ば な り ま せ ぬ、 御 恩 を 喜 ば せ て も ら い ま す

と、 ま こ と に 気 分 も は れ ば れ 致 し ま す。 何 と な く 心 も の び ろ い、 人 間境

界 の 世渡り ま で が、 お 喜 び の 中 に日暮し す る と、 何 と な く の び ろ い の で

あ り ま す。 真宗信 者 と 致 し ま し て は、 お 浄 土 ま い り の た ね に は 何 の 用事

も な い の で あ り ま す が、 然し 御 報謝に は 用事が あ る の で あ り ま す か ら 喜

ぶよ う に 喜ぶよ う に せ ね ば な り ま せ ん。 喜 び と い う も の は、 喜 ば ず と も

よ い と ほ っ て お く と、 中々喜 べ る も の で は あ り ま せ ぬ。 私 は 応揚懈怠で

あ る と し 心 が け て、 な る へ く 報謝の お 称 名 を と な え、 喜 ば せ て も ら う事

が肝要で あ り ま す。

36 　 念 仏 往 生 の 願

【問】 　第十八の 願 を 念 仏 往 生 の 願 と申し て あ り ま す の は、 口に お 名 号

を 称 え よ、 往 生 さ せ る と申さ る る事で あ り ま す か、 又は 御 本 願 の 御 い わ

れ を 聞 き て其本 願 力 に よ っ て、 罪業 の 私 が 間違い な く お 助 け に 預 る こ と

と 信ぜさ せ て い た だ い た の を、 念 仏 往 生 と申さ れ る の で あ り ま す か お 示

し を 願 い ま す。

【答】 　 先 ず第十八願 を 御開山も、 蓮如 上 人 も、 念 仏 往 生 の 願 と仰せ ら

れ て あ り ま す が、 こ れ は 法然上 人 が第十八願 を 念 仏 往 生 の 願 と仰せ ら れ

て あ り ま す で、 そ れ を そ の ま ま お 承 け に な っ た の で あ り ま す。 御開山や

蓮如 上 人 は、 常 の 御 教化に 信 心 正因と仰せ ら れ る か ら、 如 何 に も 法然上

人 の 御化導と は反対の よ う に 聞 え ま す か ら、 信 心 正因と い う こ と は即ち

法然上 人 の 念 仏 往 生 の こ と で あ るぞと 知 ら せ ん が た め に、 こ の 名 目 を つ

か わ せ ら れ た も の で あ り ま す。

元来 法然上 人 の 念 仏 往 生 と仰せ ら れ た は、 称 名 の数を重ね て、 称 え た

力 で 往 生 す る と い う事で は あ り ま せ ん、 つづま り他力 往 生 を 知 ら せ ん が



為め で あ り ま す。 即ち法然上 人 の当時 の 人 が、 六 度万行 の功を つ ま ね ば

成仏 の 出 来 ぬ も の と 心 得 て 聖 道 の修行 に お か か り な さ れ て も、 何 分 と も

末代な れ ば、 成仏 の 道 が容易に成就 し難い こ と を歎い て お い で る 人 が 多

い か ら、 そ の 人 に対し て 弥 陀 の 願 力 の た易い こ と を 知 ら せ ん為に、 信 後

の 念 仏 の 上 で、 か か る難行苦行 は せ ず と も、 一 声 な り と十声 な り と数に

限り は な い、 称 う る ば か り で 往 生 と お 示 し な さ れ た も の で、 要す る に、

凡夫の 称 え た位の 力 に 用 の あ る筈は な い、 そ れ な れ ば全く 南 無 阿 弥 陀 仏

の お 力 で あ る と、 お 知 ら せ 下 さ る為め の 御化導で、 こ れ を誤ら ず頂い て

見 れ ば、 我 が雑行 自 力 の 力 で な く、 南 無 阿 弥 陀 仏 の お蔭に 助 け ら れ る と

頂か ね ば な ら ぬ こ と に な っ て い る の で あ り ま す。

そ こ に 念 仏 往 生 と 教 え ら れ た こ と が、 即ち信 ず る ば か り で 往 生 と い う

こ と に な る の で あ り ま す。 よ っ て 称 え ね ば 往 生 出 来 ぬ と取っ た 者 は、 反

て 法然上 人 の 御化導に背く、 信 心 往 生 と頂い た も の が 正 し く 法然上 人 の

念 仏 往 生 の 法 義 を 相 承 す る こ と に な る の で あ り ま す。 法然上 人 は 常 に 念

仏 往 生 と 教 え ら れ な が ら、 御門弟の 中 に 信 の座と 行 の座と が別れ た こ と

で、 能く お別り の こ と で あ り ま し ょ う。

37 　 一 念 と 多 念

【問】 　末燈紗の 中 に、 「弥 陀 の 本 願 と申す は 名 号 を 称 え ん 者 を ば、 極

楽 に迎え ん と誓は せ給い た る を、 深く 信 じ て 称 う る が め で た き こ と に て

候な り」 と あ り ま す が、 こ の お言を 私 共 が 見 ま す と、 名 号 を 称 う る が 往

生 の因の よ う に あ り、 次 に も 「信 心 あ り と も 名 号 を 称 え ざ ら ん は 詮 な く

候」 と申さ れ ま す。 信 じ た丈に て は 往 生 の 出 来 な い よ う に も取れ ま す、

此の 聖 教 の お言を 私 に よ く わ か る 様 に、 お 示 し を 願 い ま す。 聖 人 は、 信

心 正因と申さ れ た と 聞 か せ て頂き ま す の に、 ど う し て あ ん な に まぎら わ

し き お言を 御使い な さ れ た も の で し ょ う か お 示 し を 願 い ま す。

【答】 　 御開山が書か れ た 「末燈紗」 の お た ず ね は、 や は り 法然上 人 の

御化導と、 親鸞聖 人 の 御化導と、 同 じ こ と で あ る こ と を 知 ら せ ん為め に、

歎異抄や、 末燈抄な ど に は い つ も 念 仏 往 生 の こ と が 出 て 居 り ま す が、 つ

づま り、 正 信偈、 御 和讃、 御文章の 如 く 信 心 正因に な る の で あ り ま す。

殊に お た ず ね に な っ た 御文は、 そ の当時 に、 一 念 義 と い う秘事法門が

あ っ て、 絶対に 一 念 往 生 を募っ て 多 念 の 称 名 の 相続を き ら っ た 者 が あ り

ま す。 其者 に対し て、 一 念 の 信 心 定 ま る 上 に は、 自然と 多然の 称 名 に及

ぶも の で、 そ れ が邪魔 に な る よ う に 心 得 る は、 大変な誤り で あ るぞと、

お 知 ら せ に な る お 意 で あ り ま す。

由っ て 名 号 を 称 え ざ ら ん は 詮 な く候と あ っ て、 そ の 意、 相続せ ぬ よ う

な 信 心 で は、 ま こ と の 信 心 で な い と い う こ と を、 お 知 ら せ な さ れ た も の

で あ り ま す。 そ こ で た と え 一口の 称 名 は な く と も、 真実の 信 心 な れ ば 必

ず こ の 信 心 が 相続し て絶え ぬ も の で あ る と い う こ と を お 知 ら せ な さ れ た

も の で あ り ま す。 さ れ ば又そ の当時、 多 念 義 と い う秘事法門が あ っ て、



多 く 称 え ね ば 往 生 出 来 ぬ と 主張す る異安 心 が あ り ま し た。 こ れ ま た 法然

上 人 の 御 意 に背き、 浄 土 真宗の 法 義 に背く わ け で あ り ま す か ら、 御消息

集に も、 「京 に も 一 念 多 念 な ん ど申す争う こ と の 多 く候様 に あ る こ と さ

ら さ ら候べ か ら ず、 た だ 詮 ず る と こ ろ は、 唯信抄、 後 世物語、 自 力他力

こ の お ん文ど も を能々つ ね に 見 て、 そ の 御 こ こ ろ に た が へ ず、 お は し ま

す べ し」 と、 仰せ ら れ て あ り ま す。 か よ う に 御 心 得 に な っ た れ ば、 何 れ

の お 聖 教 の 御文も明瞭に 解 釈 が で き る こ と で あ り ま す。

か 様 な 法 義 上 の 御 不審も、 御縁に な っ て結構で あ り ま す が、 肝要は蓮

如 上 人 の 御文章を拝読な さ れ た れ ば、 真宗の 御 安 心 は明瞭な訳で あ り ま

す か ら、 聖 人 一流の 御文か ら、 信 心 獲 得章の 御文を く り か え し ま き か え

し、 御拝読な さ る こ と が肝要で あ り ま す。

　 　 編 輯 後 記

学寮今日ま で は過ぎた が、 今 後 は ど う な る の で あ ろ う か。 高 松 和 上、

面授口決 の弟子たちは 多 く の数に な っ て い た が、 現在生 き残っ て い る 者

は、 全国集め て も僅か な こ と で あ ろ う。 だ か ら漸次 様 相 が変る こ と に な

る。

か か る懸念 も あ っ て、 昭和四十九年 一月三十一日、 学寮世 話係総会 に

て 決 定 さ れ た こ と は、 元来学寮の創立者 が 高 松 和 上 で あ る か ら、 学寮の

全部を 和 上 の 寺 で あ る、 西向寺 へ還元す る と い う原則に 同 意 し 一 決 さ れ

た こ と で あ る。 こ れ に よ っ て 和 上 の孫 「西向寺住職」 が責任を受け、 ひ

ひ孫も成長し つ つ あ り、 故に学寮の将来 に あ ん ど を 得 た こ と で あ る。

学寮の 行事は毎年 五月一日よ り 五日日中迄の 記 念講会 と、 十月一日よ

り１日日中迄の 報 恩講々会 が あ る。 こ れ に は 会読も あ り、 御 示 談 も あ り、

昔か ら遠近の お 同 行 が 参 ら れ て、 御 法 義 を 喜 ば れ る。 又、 学寮直接の 行

事は、 午前 は諸先 生 に よ っ て学寮の授業、 午後 は、 仏 教学院の授業 が あ

っ て、 正 し い 御 安 心 の伝承 に勤め て い る。 学寮に 御因縁を結ば れ た 人々

は、 倶会 一処の素懐を遂げら れ ま す よ う 念 願 し て欄筆い た し ま す。
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