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～  極  楽  ～  
通 称 で 極 楽 と 云 う は 極 楽 浄 土 の 事 で す 。 先 月 は 極

楽 に 行 け る 様 に 精 進 し ま し ょ う 。と 言 う 話 を し ま し

た 。で は 極 楽 と は 何 ぞ や 。そ れ は ど う し て も 抽 象 論

に な り や す い 。が 勘 弁 し て く だ さ い 。と 言 う の も 一

部 の 人 を 除 い て 、ほ と ん ど の 人 が 極 楽 を 見 る 事 が 出

来 な い か ら で す 。ち な み に 浄 土 宗 祖 法 然 上 人 は 極 楽

の 荘 厳 見 る ぞ う れ し き 、と 申 さ れ ま し た 。お 經 に は 、

遥 か 西 方 の 彼 方 に 極 楽 は あ り 、そ の 中 心 に 阿 弥 陀 様

が お み え に な り 、 そ の 身 体 は 黄 金 に 輝 き 、 現 に 今 、

説 法 を し て み え る 、 と あ り ま す 。 ま た 、 そ の 佛 国 は

恢
か い

廓
か く

広 大 に し て 、変 異 衰 滅 な く 、四 時 春 夏 秋 冬 の 別

な し 、不 寒 不 熱 に し て 常 和 調 適 な り 、蓮 華 は 多 種 の

光 を 放 ち 、池 に は 八 功 徳 水 が 盈 満
え い ま ん

し 、味 は 甘 露 な り 。

池 の 岸 上 に は 栴 檀
せ ん だ ん

の 樹 が あ り 、 香 気 普
あまねく

薫 ず 、 と あ

る 、実 に す ば ら し い 世 界 で す 。し か し 現 代 で は 失 礼

か と 思 え る 事 も あ り ま す 。 譬 え ば 、 彼 の 國 （ 極 楽 ）

に 女 人 あ る こ と な く 、女 人 往 生 す れ ば 皆 変 じ て 男 子

と 成 る 、と あ り ま す 。女 人 禁 制 を 布 い て い る 様 に 見

え ま す が こ れ は 違 い ま す 。極 楽 に は 六 道 輪 廻 が 無 い

か ら で す 。現 世 は 相 続 の 爲 に 男 女 あ り 、子 孫 の 爲 に

は 必 ず 亡 く な っ た 夫 婦 を 一 本 の 位 牌 に お 祀 り し 、供

養 し な く て は い け ま せ ん 。極 楽 へ 行 こ う と 願 い を 起

こ し た 人 は ま ず 自 分 自 身 の 行 動 に 責 任 を 持 つ の は

当 然 の 事 で す 。何 故 か と 言 い ま す と 、そ れ は 六 道 の

輪 廻 転 生 か ら 離 れ る 爲 で す 。第 2 9 号 、3 5 号 、参 照 。

行 動 は 八 正 道 （ 第 3 4 号 参 照 ） に 従 っ て く だ さ い 。    
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