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も
ろ
も
ろ
の
雑
行
雑
修
自
力
の
こ
こ
ろ

を
ふ
り
す
て
て
、
一
心
に
阿
弥
陀
如
来
、

わ
れ
ら
が
今
度
の
一
大
事
の
後
生
、
御
た

す
け
候
へ
と
た
の
み
ま
う
し
て
候
ふ
。

た
の
む
一
念
の
と
き
、
往
生
一
定
御
た

す
け
治
定
と
存
じ
、
こ
の
う
へ
の
称
名
は
、

御
恩
報
謝
と
存
じ
よ
ろ
こ
び
ま
う
し
候
ふ
。

こ
の
御
こ
と
わ
り
聴
聞
申
し
わ
け
候
ふ

こ
と
、
御
開
山
聖
人
（
親
鸞
）
御
出
世
の

御
恩
、
次
第
相
承
の
善
知
識
の
あ
さ
か
ら

ざ
る
御
勧
化
の
御
恩
と
、
あ
り
が
た
く
存

じ
候
ふ
。

こ
の
う
へ
は
定
め
お
か
せ
ら
る
る
御
掟

（
お
ん
お
き
て
）
、
一
期
を
か
ぎ
り
ま
も
り

ま
う
す
べ
く
候
ふ
。本

願
寺
釈
法
如
（
花
押
）

領
解
文

の
宗
意
安
心
と
し
て
洗
練
さ
れ
、
長
い
年
月
を
か
け
て
手
直

し
が
施
さ
れ
、
法
如
上
人
の
時
に
公
式
の
領
解
文
と
し
て
完

成
し
た
と
思
わ
れ
る
。

五
〇
年
以
上
前
に
な
ろ
う
か
、
本
願
寺
で
の
得
度
習
礼
を
通

し
て
こ
の
御
文
を
丸
暗
記
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
懐
か
し
く
思

う
。
当
時
は
教
学
的
素
養
も
乏
し
く
、
専
門
用
語
も
当
時
の
若

者
の
語
感
か
ら
は
理
解
の
域
を
超
え
て
い
た
。
し
か
し
、
何
度

も
反
復
反
芻
し
て
お
経
を
諳
ん
じ
る
要
領
で
課
題
試
験
に
臨

ん
だ
の
を
覚
え
て
い
る
。
こ
の
度
、
こ
の
領
解
文
の
改
訂
版
？

と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
出
さ
れ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
従
来

の
領
解
文
を
読
み
直
し
て
み
た
。
長
い
間
に
培
わ
れ
た
宗
学
的

裏
付
け
が
あ
る
せ
い
か
、
さ
す
が
に
銘
文
で
あ
る
こ
と
を
こ
と

さ
ら
感
じ
入
っ
た
次
第
で
あ
る
。

こ
の
領
解
文
は
蓮
如
上
人
の
作
と
さ
れ
て
い
る
が
明
確
な
証

拠
は
な
い
。
真
宗
大
辞
典
を
見
て
み
る
と
、
事
の
起
こ
り
は
、

蓮
如
上
人
の
時
代
に
報
恩
講
が
営
ま
れ
た
時
、
腹
心
の
者
を
御

堂
に
残
し
て
、
各
自
の
領
解
（
信
仰
告
白
）
を
述
べ
さ
せ
た
の

が
発
端
ら
し
い
。
そ
の
際
、
十
人
十
色
の
告
白
が
な
さ
れ
、
そ

の
内
容
が
親
鸞
聖
人
の
安
心
に
お
ぼ
つ
か
な
い
も
の
や
見
当

違
い
の
も
の
が
散
見
さ
れ
た
た
め
、
領
解
の
模
範
解
答
な
る
も

の
を
上
人
が
制
作
な
さ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
、
こ

の
領
解
文
が
江
戸
時
代
に
宗
学
理
論
の
形
成
に
よ
っ
て
教
団

本願寺第八代・本徳寺開基蓮如上人
蓮如上人の時代は念仏信仰が盛んで、親
鸞聖人の領解と異なる色々な安心が横行し
ていた。そのような混乱を是正するために
模範的な信仰告白として領解文を作られた。

本
願
寺
「
新
し
い
領
解
文
」
の
変

令和五年一月一六日報恩講の最終日に現門主・宣如上人が「新し
い領解文」（浄土真宗のみ教え）として発布された。
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南
無
阿
弥
陀
仏

「
わ
れ
に
ま
か
せ
よ　

そ
の
ま
ま
救
う
」
の
弥
陀

　

の
よ
び
声

私
の
煩
悩
と
仏
の
さ
と
り
は
本
来
一
つ
ゆ
え

「
そ
の
ま
ま
救
う
」
が
弥
陀
の
よ
び
声

あ
り
が
と
う
と　

い
た
だ
い
て

こ
の
愚
身
を
ま
か
す　

こ
の
ま
ま
で

救
い
取
ら
れ
る　

自
然
の
浄
土

仏
恩
報
謝
の　

お
念
仏

こ
れ
も
ひ
と
え
に

宗
祖
親
鷺
聖
人
と

法
灯
を
伝
承
さ
れ
た　

歴
代
宗
主
の

尊
い
お
導
き
に　

よ
る
も
の
で
す

み
教
え
を
依
り
ど
こ
ろ
に
生
き
る
者
と
な
り

少
し
ず
つ　

執
わ
れ
の
心
を　

離
れ
ま
す

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に　

感
謝
し
て

む
さ
ぼ
り　

い
か
り
に　

流
さ
れ
ず

穏
や
か
な
顔
と　

優
し
い
言
葉

喜
び
も　

悲
し
み
も　

分
か
ち
合
い

日
々
に　

精
一
杯　

つ
と
め
ま
す  

令
和
五
年　

一
月
十
六
日

龍
谷
門
主　

釋
専
如

関
わ
ら
ず
、「
浄
土
真
宗
本
願
寺
派　

勧
学
・
司
教
有
志
の
会
」

の
方
々
に
よ
っ
て
「
新
し
い
領
解
文
」（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）

の
問
題
点
が
詳
細
に
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
を
直
ち
に
取
り
下
げ

る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
た
。
こ
れ
は
宗
意
安
心
に

関
わ
る
こ
と
だ
か
ら
、
総
て
の
門
信
徒
が
安
心
し
て
出
言
で

き
る
文
言
に
あ
ら
た
め
て
作
成
し
、
真
の
現
代
版
「
領
解
文
」

と
し
て
制
定
す
べ
き
で
あ
る
旨
が
表
明
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

一
般
社
会
に
対
し
て
記
者
会
見
が
も
た
れ
て
こ
と
の
重
大
さ

が
周
知
さ
れ
た
。以
来
、ネ
ッ
ト
社
会
の
も
つ
拡
散
性
に
よ
り
、

一
挙
に
僧
侶
は
も
と
よ
り
宗
門
の
内
外
で
持
ち
き
り
の
こ
と

と
な
っ
た
。

ネ
ッ
ト
上
で
は
、
こ
の
「
新
し
い
領
解
文
」
を
巡
っ
て
、

単
な
る
新
し
い
も
の
に
対
す
る
不
快
感
の
表
明
で
あ
っ
た
り
、

宗
学
上
の
問
題
点
の
指
摘
で
あ
っ
た
り
、
宗
法
上
の
手
続
き

の
不
備
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
り
、
門
主
と
総
局
と
勧
学
寮

の
不
透
明
な
関
係
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
時
代
に

適
応
で
き
な
い
教
団
組
織
の
問
題
に
言
及
し
た
り
、
挙
げ
句

の
果
て
に
教
団
内
に
新
し
い
信
仰
の
ト
レ
ン
ド
を
促
す
た
め

に
わ
ざ
と
仕
組
ま
れ
た
と
か
、
派
内
寺
院
の
新
し
い
重
税
制

度
か
ら
目
を
そ
ら
す
た
め
に
仕
組
ま
れ
た
な
ど
の
陰
謀
論
に

至
る
ま
で
、
い
や
は
や
多
様
な
意
見
が
噴
出
し
た
。
ご
門
主

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
宗
門
の
み
な
ら
ず
、
一

般
社
会
の
関
心
を
集
め
た
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
こ
と
だ
。

私
も
こ
の
事
件
が
き
っ
か
け
に
領
解
文
に
つ
い
て
勉
強
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
有
り
難
い
こ
と
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
宗
会
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
し
た
総

局
は
何
の
積
極
的
な
対
応
の
動
き
は
な
い
が
、
勧
学
寮
頭
と

総
長
の
辞
任
と
い
う
老
獪
な
手
を
打
っ
て
自
然
鎮
火
を
待
つ

構
え
の
よ
う
に
外
目
に
は
映
る
。

そ
の
結
果
、
は
し
ご
を
外
さ
れ
た
ご
門
主
と
「
新
し
い
領

解
文
」
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
願
寺
新
報

の
一
面
に
は
現
在
も
こ
の
領
解
文
が
何
も
問
題
が
な
い
よ
う

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
新
し
い
勧
学
寮
頭
と
新
総
長

が
決
め
ら
れ
て
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
教
団
運
営
が
続
け

さ
て
、
今
年
に
な
っ
て
我
が
教
団
が
深
刻
な
ハ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
起
こ
し
て
い
る
。
教
団
上
げ
て
の
大
法
要
が
終
わ
っ
た
が
、

「
新
し
い
領
解
文
」
騒
動
で
持
ち
き
り
で
あ
る
。
こ
と
の
発
端

は
令
和
五
年
一
月
十
六
日
に
専
如
門
主
の
名
で
発
布
さ
れ
た

「
新
し
い
領
解
文
」
で
あ
る
。
伝
統
的
な
宗
学
に
慣
れ
親
し
ん

で
き
た
古
い
人
間
に
と
っ
て
は
突
っ
込
み
処
満
載
の
文
章
で
あ

る
。最

初
こ
の
ご
文
に
触
れ
た
と
き
、
私
は
さ
ほ
ど
気
に
も
留
め

ず
受
け
流
し
て
い
た
が
、
普
段
は
無
口
な
坊
守
が
即
座
に
「
何

か
変
よ
ネ
」
の
第
一
声
に
目
を
覚
ま
さ
れ
た
。

勿
論
、
こ
の
「
新
し
い
領
解
文
」
が
ご
門
主
の
名
前
で
表
明

さ
れ
た
こ
と
は
、
教
団
の
規
則
に
則
り
そ
れ
な
り
の
手
続
き
を

踏
ん
で
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
に
も

新
し
い
領
解
文
（
浄
土
真
宗
の
み
教
え
）

18 世紀末三業惑乱をへて 1807 年に権限の特化した能化職を廃止し、
1824 年に勧学職を置いて西派の教学部門は集団指導体制となる。現在
は勧学・司教を定め勧学寮を寮頭を始め 5人体制とし、宗門の宗意安心
の裁定機関としての役割を担っている。「新しい領解文」発布にあたり、
若手の勧学や司教からなる有志の会が、総局と勧学寮の不透明な関係を
指摘すると共に、その問題点を指摘して今までに 6回の声明文を出して
いる。



御坊さん
ら
れ
る
。
組
織
の
構
造
的
な
変
革
が
起
こ
ら
な
い
限
り
残
念

な
が
ら
今
ま
で
通
り
で
あ
ろ
う
。

ネ
ッ
ト
上
で
は
そ
の
特
性
上
「
新
し
い
領
解
文
」
に
対
し

て
批
判
的
で
あ
る
も
の
が
多
い
が
、
無
関
心
な
サ
イ
レ
ン
ト
・

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
は
そ
の
性
格
上
、
表
面
上
は
肯
定
的
で
あ

る
。
私
も
含
め
一
般
僧
侶
や
門
信
徒
に
は
こ
の
教
団
の
上
意

下
達
の
慣
習
が
身
に
染
ま
っ
て
い
る
た
め
か
、
至
っ
て
平
然

と
し
て
い
ら
れ
る
。
物
言
え
ば
唇
寒
し
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
に
乗
じ
て
総
局
が
反
対
意
見
を
権
威
で
威
嚇
し
て
形
式

的
に
封
殺
す
る
な
ら
ば
将
来
に
大
き
な
禍
根
を
残
す
だ
ろ
う
。

た
だ
、
注
目
す
べ
き
は
、
少
数
で
は
あ
る
が
、「
新
し
い
領

解
文
」
に
親
し
み
や
す
さ
を
持
つ
若
者
が
い
る
の
も
事
実
だ
。

彼
ら
の
言
い
分
は
こ
う
だ
。
従
来
の
領
解
文
は
余
り
に
も
難

解
な
言
葉
が
横
溢
し
、
宗
学
の
素
養
を
持
た
な
い
者
に
と
っ

て
は
呪
文
で
し
か
な
い
。
そ
の
点
「
新
し
い
領
解
文
」（
浄
土

真
宗
の
み
教
え
）
は
現
代
人
に
も
表
面
上
直
感
的
に
あ
る
程

度
理
解
で
き
る
。
こ
れ
を
契
機
に
真
宗
の
教
え
に
興
味
を
も

ち
、
徐
々
に
領
解
の
本
質
を
理
解
で
き
る
様
に
な
る
か
も
知

れ
ぬ
。
従
っ
て
、
宗
学
的
に
正
確
で
厳
密
的
な
領
解
を
最
初

か
ら
掲
げ
る
の
で
は
な
く
、
自
発
的
に
真
宗
の
教
え
へ
の
関

心
と
学
ぶ
意
欲
を
引
き
出
す
誘
い
と
す
べ
き
だ
。
ま
ず
、
新

た
な
領
解
文
を
教
育
的
な
観
点
か
ら
分
か
り
や
す
い
題
材
と

し
て
提
示
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
な
る
深
化
し
た
領
解
を
逐
次

指
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
い
領
解
文
の
価
値
を
現
代
に

お
い
て
再
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
言
っ
た
考
え
だ
。
バ
ー

ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
の
要
領
で
浅
い
領
解
か
ら
深
い
領
解
へ
の
段

階
的
導
き
が
現
代
と
い
う
時
代
に
は
必
要
な
の
か
も
し
れ
な

い
。私

の
よ
う
な
者
で
も
「
新
し
い
領
解
文
」
の
中
に
、
息
絶

え
る
ま
で
続
く
煩
悩
具
足
の
悲
し
み
と
老
病
死
を
突
き
抜
け

る
信
心
歓
喜
の
一
念
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。
宗
学
者

に
と
っ
て
は
二
種
深
信
の
懺
悔
と
機
法
一
体
の
歓
喜
の
無
い

領
解
は
な
お
さ
ら
受
入
れ
難
い
事
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
宗
学
理
論
と
信
仰
の
真
実
の
関
係
は
そ
う
簡
単

で
は
な
い
。
い
く
ら
明
快
に
往
生
の
理
論
を
提
示
さ
れ
て
も

信
仰
に
は
直
接
結
び
つ
か
な
い
し
、
一
方
、
リ
ア
ル
な
信
仰

体
験
は
理
論
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
固
着
す
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
宗
学
の
専
ら
の
目
的
は
幾
多
の
陥
り
や
す
い
間

違
っ
た
安
心
を
指
摘
す
る
こ
と
に
な
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
古
い
領
解
文
は
中
世
か
ら
近
世
に
か
け

て
、
古
い
言
語
感
覚
の
上
で
熟
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
近

代
以
降
、
日
本
人
の
個
人
意
識
の
形
成
と
深
く
リ
ン
ク
し
た

言
語
感
覚
を
ベ
ー
ス
に
組
立
て
ら
れ
る
表
現
方
法
は
古
い
伝

統
的
な
言
語
空
間
で
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
古
い

領
解
文
を
古
い
言
語
空
間
で
理
解
す
る
こ
と
は
相
応
の
訓
練

や
努
力
は
い
る
が
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
新

し
い
言
語
空
間
に
突
然
置
か
れ
た
場
合
、
極
端
に
言
う
と
意

味
不
明
で
放
棄
す
る
か
、
何
と
か
読
み
取
ろ
う
と
す
る
と
著

し
い
歪
曲
と
見
当
違
い
が
生
ず
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
如
何
に

大
切
な
聖
教
の
言
葉
も
不
用
意
に
異
な
る
言
語
空
間
に
さ
ら

け
出
す
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
の
観
点
か
ら
こ
の
度
の
新
し
い
領
解
文
の
発
布
も
、
古

い
領
解
文
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
歴
史
的
時
間
に
よ
る
熟

成
を
大
局
に
見
据
え
、
新
し
い
宗
学
の
発
芽
を
期
待
し
た
上
で

そ
の
価
値
を
問
い
直
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
愚
考
す
る
と
、
近
代
的
自
己
と
日
本
的
自
己
の
相
違

で
あ
る
。
如
何
な
る
も
の
に
も
超
絶
し
て
自
立
す
る
西
欧
的
個

人
と
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
成
り
立
つ
に
日
本
的
個
人
と
の

差
異
で
あ
る
。
百
五
十
年
の
歳
月
を
か
け
て
、
日
本
の
近
代
化

は
日
本
人
の
内
面
に
影
響
を
与
え
、
日
本
的
個
人
か
ら
西
欧
的

個
人
へ
の
擬
似
的
転
換
を
遂
げ
た
。

問
題
は
、
自
由
と
人
権
と
平
等
を
意
識
す
る
独
自
性
の
強
い

こ
の
個
人
が
、
そ
の
内
面
的
信
仰
の
告
白
を
公
に
述
べ
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
の
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
不
問
に
し
て

現
代
的
な
領
解
な
ど
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
信
仰
的
領

解
は
他
人
に
強
要
さ
れ
る
も
の
は
な
く
、
極
め
て
個
人
的
な
も

の
で
、
集
団
で
唱
和
し
、
予
定
調
和
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら

だ
。こ

れ
を
独
特
の
教
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
と
実
践
を
通
し
て

巧
妙
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を
洗
脳
と
言
う
。
多
く
の
新

宗
教
が
好
ん
で
用
い
る
手
法
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を
無
視
す

る
と
、
ど
ん
な
形
態
の
領
解
文
が
登
場
し
て
も
所
詮
そ
の
意
味

は
歪
曲
さ
れ
形
骸
化
し
、
本
来
の
意
味
を
も
つ
こ
と
は
な
い
よ

う
に
思
う
。

こ
の
度
の
新
し
い
領
解
文
の
表
明
に
は
若
い
ご
門
主
の
将
来

の
宗
門
に
対
す
る
危
機
と
大
志
を
背
後
に
感
じ
る
。
我
々
門
末

は
そ
の
真
意
を
汲
取
っ
て
、
今
後
と
も
何
度
で
も
良
い
か
ら
ご

門
主
自
身
が
ご
領
解
の
出
言
を
吐
露
さ
れ
、
新
し
い
言
語
空
間

の
な
か
で
近
代
的
個
人
を
突
き
抜
け
る
堂
々
の
表
白
が
な
さ
れ

る
こ
と
を
切
望
す
る
次
第
で
あ
る
。

本
徳
寺
住
職　

大
谷
昭
仁

総局を代表する石上総長は、今回の大法要が円成したのを
期に健康上の問題から辞職を表明。新しい総長には前総長の
意志を嗣いで池田行信氏が選任された。辞任に当たっては「新
しい領解文」に対して手続き上の齟齬はなく、あくまでも勧
学寮に承諾を得たとし、消息を取り下げる権限が総局にない
ことを表明している。


