
【シリーズ解体】

谷口雅宣  三代目総裁  によって失わしめられたもの
その１ ― 百万信徒のまごころの結晶である本部会館の解体 ―

特別報告 令和３年11月１日
  〝

シ
リ
ー
ズ
解
体
〟
の
開
始
に
あ
た
っ
て

　

生
長
の
家
の
三
代
目
総
裁
と
な
っ
た
谷
口
雅
宣
氏
は
、

創
始
者
谷
口
雅
春
先
生
を
裏
切
り
、
み
教
え
を
改か

い
ざ
ん竄
す
る

と
共
に
、
尊
師
が
心
血
を
注
い
で
お
つ
く
り
に
な
っ
た
組

織
や
機
関
誌
や
由
緒
あ
る
建
物
な
ど
を
次
々
に
解
体
し

て
い
き
ま
し
た
。

　

本
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
谷
口
雅
宣
氏
が
こ
れ
ま
で
解
体
、

失
わ
し
め
て
き
た
も
の
を
順
次
報
告
し
、
現
教
団
の
変
貌

を
明
ら
か
に
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
ず
第
一
弾
と
し
て
、〝
本
部
会
館
の
破
壊
〟
に
つ
い

て
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
谷
口
雅
春
先
生
の
お
こ
こ
ろ
ざ
し

　

大
東
亜
戦
争
終
結
後
、
谷
口
雅
春
先
生
は
〝
日
本
の
実

相
顕
現
〟
の
た
め
に
神
誌
を
復
刊
さ
れ
、
講
習
会･

地
方

御
巡
錫
を
再
開
さ
れ
ま
し
た
が
、
不
当
に
も
公
職
追
放
を

命
じ
ら
れ
、
人
類
光
明
化
運
動
の
一
歩
後
退
を
余
儀
な
く

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
公
職
追
放
が
解
除
さ
れ
る
頃
か
ら
、

運
動
を
大
き
く
全
面
的
に
展
開
す
る
機
運
が
巻
き
起
こ

り
、
段
々
と
当
時
、
赤
坂
に
あ
っ
た
本
部
仮
道
場
が
手
狭

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
中
、
昭
和
25
年
８
月
に
開
催
さ
れ
た
高
野
山

で
の
御
講
習
会
で
、
谷
口
雅
春
先
生
は
次
の
よ
う
な
本
部

会
館
建
設
の
構
想
を
発
表
さ
れ
た
の
で
す
。

　
「
生
長
の
家
で
は
『
生
命
の
實
相
』
が
神
殿
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
運
動
の
拠
点

0

0

0

0

0

に
な
る
も
の
が
必
要
で
あ
る
…
、

そ
れ
は
ま
た
万
教
帰
一
運
動
の
展
開
と
し
て
、
海
外
の
光

明
思
想
界
と
の
接
触
交
流
も
あ
る
折
か
ら
、
日
本
の
中
心

で
あ
る
東
京
か
ら
世
界
に
向
っ
て
光
を
か
か
げ
る
燈
台

が
必
要
で
あ
る
」（『
生
長
の
家
四
十
年
史
』）

　

こ
の
お
言
葉
を
受
け
、
信
徒
が
真
心
を
結
集
し
て
取
り

組
む
こ
と
と
な
っ
た
の
が
、
本
部
会
館
の
建
設
運
動
で
あ

り
ま
し
た
。

　
百
万
信
徒
に
よ
る
ま
ご
こ
ろ
の
献
資

  

『
生
長
の
家
』
誌
昭
和
26
年
３
月
号
に
「
本
部
会
館
建

設
計
画
」
が
発
表
さ
れ
る
や
、
終
戦
か
ら
日
も
浅
い
中
、

貧
し
い
時
代
に
も
か
か
わ
ら
ず
信
徒
か
ら
は
真
心
の
献

資
が
次
々
に
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
尊
師
は
同
誌
「
明
窓
淨

机
」
欄
で
、
毎
号
の
よ
う
に
感
謝
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

  

「
出
来
な
い
中
か
ら
色
々
の
工
夫
を
し
て
献
金
の
口
数

を
殖
や
し
て
下
さ
る
人
や
、
兎
も
角
一
年
分
前
納
献
金
し

て
下
さ
る
人
や
、
ま
こ
と
に
感
謝
で
目
頭
が
熱
く
な
る
想

い
で
す
」（
昭
和
27
年
５
月
号
）

  

「
信
徒
及
び
誌
友
諸
賢
の
尊
い
血
の
に
じ
む
よ
う
な

赤ま
ご
こ
ろ誠

…
中
に
は
自
分
の
田
地
を
担
保
に
置
い
て
融
資
を

受
け
て
献
金
し
て
下
さ
る
人
も
あ
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
と

て
普
通
の
一
人
前
の
仕
事
の
ほ
か
に
薪
売
り
を
し
て
献

金
を
生
み
出
し
て
下
さ
る
人
も
あ
る
。
…
私
は
こ
れ
ら
の

人
々
に
合
掌
さ
せ
て
頂
く
の
で
あ
る
」（
昭
和
27
年
７
月
号
）

  

「
生
活
困
難
中
に
「
百
円
」
を
拝
む
心
で
奉
納
さ
れ
る

人
も
あ
り
ま
す
。
建
ち
上
る
講
堂
、
円
塔
、
ま
こ
と
に
皆

様
の
誠ま

ご
こ
ろ心

で
輝
い
て
お
り
ま
す
」（
昭
和
27
年
12
月
号
）

   〝
魂
の
殿
堂
〟
本
部
会
館
の
落
慶

　

今
読
ん
で
も
瞼ま

ぶ
たが

熱
く
な
る
で
し
ょ
う
。
か
く
て
昭
和

26
年
７
月
、
清
水
建
設
に
よ
っ
て
着
工
。
立
教
25
周
年
の

昭
和
29
年
３
月
１
日
、
信
徒
の
真
心
の
結
晶
と
し
て
本
部

会
館
は
落
慶
を
迎
え
ま
し
た
。
当
時
の
「
捧
堂
式
典
参
列

記
」
に
は
、
全
国
か
ら
集
ま
る
人
々
の
様
子
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
「
皆
今
日
の
一
日
を
、
一
日
千
秋
の
思
い
で
待
ち
つ
づ

け
た
人
達
で
あ
り
、
皆
こ
の
一
日
の
た
め
に
、
乏
し
い
中

か
ら
で
も
こ
の
四
年
間
、
毎
月
の
献
金
に
心
を
く
だ
き
、

そ
の
故
に
こ
そ
今
見
事
に
完
成
し
た
聖
堂
の
捧
堂
式
に
、

千
里
を
遠
し
と
せ
ず
し
て
集
っ
た
人
達
で
あ
る
」（『
生
長

の
家
』
昭
和
29
年
５
月
号
「
捧
堂
式
典
参
列
記
」
よ
り
）

谷口雅春先生が心を込めておつくりになった
荘厳な美しい本部会館（東京・原宿）

⬅
　　　無残にも破壊されていく本部会館
　　　谷口雅春先生は泣いておられる!!



　

式
典
で
ご
挨
拶
に
立
た
れ
た
尊
師
は
、「
こ
の

会
館
は
参
拝
す
る
た
め
の
神
殿
で
は
な
く
、
人

類
光
明
化
運
動
の
運
動
本
部
で
あ
り
、
神し

ん
じ示

さ

れ
た
『
見い

の
ち
の
ゆ
に
は

真
道
場
』
が
立
教
二
十
五
周
年
に
し

て
今
此
処
に
完
成
し
た
の
で
あ
る
」
と
お
示
し

に
な
り
ま
し
た
。（
同
「
捧
堂
式
典
参
列
記
」
よ
り
）

　

落
慶
祝
賀
と
立
教
25
周
年
記
念
行
事
は
８
日

間
に
わ
た
っ
て
盛
大
に
開
催
さ
れ
、
約
一
万
名

が
参
集
。
谷
口
雅
春
先
生
に
よ
る
聖
経
『
甘
露

の
法
雨
』
の
連
続
講
義
（
後
に
テ
ー
プ
・
Ｃ
Ｄ
版
『
甘

露
の
法
雨
講
義
』、『
新
講
「
甘
露
の
法
雨
」
解
釈
』
と
し
て

発
行
）
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
当
代
一
流
の
芸
術
家

等
に
よ
る
奉
納
演
芸
も
連
日
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

谷
口
雅
春
先
生
は
、
本
部
会
館
の
完
成
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
「
こ
の
建
物
は
神
に
捧
げ
ら
れ
た
る
建
物
で

あ
る
。
建
物
は
た
だ
の
物
質
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
百
万
信
徒
の
「
ま
ご
こ
ろ
」
の
結
集
で

あ
る
。「
ま
ご
こ
ろ
」
と
云
う
も
の
は
肉
眼
に
見

え
な
い
か
ら
、
肉
眼
で
見
る
と
、
た
だ
の
実
業

の
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
で
も
こ
う
云
う
聖
堂
で
も
た

だ
の
「
形
」
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
「
ま
ご
こ
ろ
」

が
結
集
し
て
こ
れ
だ
け
の
建
物
が
建
つ
と
云
う

こ
と
は
「
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
れ

は
太
陽
の
光
を
凸
レ
ン
ズ
で
結
集
す
る
と
紙
を

焼
く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、「
ま
ご
こ
ろ
」
が

結
集
し
て
こ
れ
だ
け
の
も
の
が
建
つ
と
き
、
人

類
の
魂
に
一
層
容
易
に
火
を
つ
け
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
人
類
光
明
化
の
力

が
一
層
早
く
な
る
で
あ
ろ
う
」（『
生
長
の
家
』
昭

和
29
年
４
月
号
「
明
窓
淨
机
」）

　
谷
口
輝
子
先
生
の
お
よ
ろ
こ
び

　

と
は
い
え
、
建
設
募
金
は
決
し
て
順
調
に
進

ん
だ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
後
の
食
う
や

食
わ
ず
の
時
代
、
大
変
な
努
力
を
要
し
ま
し
た
。

　

本
部
会
館
竣
工
時
点
で
、六
千
五
百
万
円
（
現

在
の
貨
幣
価
値
で
約
４
億
円
）
の
未
払
金
が

残
っ
て
お
り
、
金
利
だ
け
で
も
月
に
五
十
万
円

（
同
、
約
三
百
万
円
）
が
あ
り
ま
し
た
が
、「
借

金
つ
き
で
神
様
に
は
捧
げ
ら
れ
な
い
」
と
、「
特

別
臨
時
完
済
献
金
」
運
動
が
澎ほ

う
は
い湃
と
し
て
起
こ

り
ま
し
た
。
こ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
不
足
金
を
、

「
教
団
債
（
信
徒
か
ら
の
借
入
金
）」
を
発
行
し

て
調
達
し
ま
し
た
。

　

谷
口
雅
春
先
生
は
、
当
時
の
献
資
者
一
万
五
千

名
全
員
に
感
謝
の
お
気
持
ち
を
込
め
御
揮
毫

を
授
与
さ
れ
ま
し
た
が
、「
一
日
に
大
体
平
均

百
七
十
枚
は
書
く
の
で
あ
る
。
…
一
分
間
の
休

み
も
な
く
…
私
は
正
味
二
時
間
に
わ
た
っ
て
、

間
断
な
く
、
前ま

え
こ
ご屈
み
で
左
の
手
で
体
の
重お

も
みを
支

え
な
が
ら
、
筆
を
走
ら
す
の
で
あ
る
。
大
分
、

重
労
働
で
あ
る
」（『
生
長
の
家
』
昭
和
31
年
２
月
号

「
明
窓
淨
机
」）
と
述
懐
し
て
お
ら
れ
ま
す

　

か
か
る
苦
難
の
中
で
完
成
し
た
本
部
会
館
で

あ
れ
ば
こ
そ
、
谷
口
輝
子
先
生
は
感
慨
深
く
次

の
よ
う
に
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
余
り
に
も
荘
厳
な
、
美
し
い
堅け

ん

固ご

な
本
部
会

館
の
完
成
を
仰
ぎ
見
た
日
は
、
苦
難
多
き
幾
年
月

を
経
て
来
た
だ
け
に
、
嬉
し
く
て
有
難
く
て
涙
あ

ふ
る
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
館
は
、
総
裁

（
谷
口
雅
春
先
生
）
の
愛
念
と
、
全
国
信
徒
の
感

謝
の
真
心
と
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
み
ん
な
の
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
、
今
後
ま
だ
ま
だ
救
い
を
求

め
て
来
る
無
限
の
人
々
の
道
場
で
も
あ
る
。

　
空
高
く
そ
び
え
て
い
る
円
塔
の
尖
端
に
は

『
生
長
の
家
マ
ー
ク
』
が
キ
ラ
キ
ラ
と
陽
光
に
輝

き
、
塔
内
の
『
祈
り
の
間
』
で
は
、
毎
日
幹
部

の
人
々
の
熱
誠
こ
め
ら
れ
た
祈
り
が
行
じ
ら
れ

て
い
る
。
實
相
顕
現
に
到
ら
ず
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
病
苦
や
生
活
苦
に
悩
む
人
々
や
、
希
望
の

達
成
を
願
う
人
た
ち
の
申
込
を
受
け
て
、
そ
れ

ら
の
人
々
の
幸
福
の
た
め
に
祈
り
が
つ
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
」（『
生
長
の
家
』
昭
和
34

年
３
月
号
「〝
こ
の
三
十
年
〟
の
回
想
」）

 

日
本
の
宝
で
あ
り
、
世
界
に
誇
る

　
　
宗
教
建
築
で
あ
っ
た
本
部
会
館

　

本
部
会
館
を
設
計
さ
れ
た
の
は
、
建
築
学
会

の
重
鎮
、
東
大
教
授
岸き

し
田だ

日ひ

で

と
出
刀
博
士
で
あ
り
、

前
掲
の
「
捧
堂
式
典
参
列
記
」
に
は
、
同
博
士

に
よ
る
経
過
報
告
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
に
は
、「
万
教

帰
一
の
大
理
念
を
も

つ
こ
の
生
長
の
家
の

本
部
と
い
う
場
合
、

そ
れ
ら
の
既
成
の
型

に
従
っ
て
は
な
ら
な

い
し
、
単
な
る
教
会

建
築
や
社
寺
建
築
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
私

（
岸
田
博
士
）
の
苦
心
は
主
に
こ
の
点
に
注
が
れ

た
。
併し

か

し
結
局
は
谷
口
先
生
の
御
考
え
を
唯た

だ

無

心
に
受
入
れ
て
、
そ
れ
を
建
築
技
術
的
に
ま
と

め
る
と
い
う
態
度
で
全
て
の
事
に
あ
た
っ
た
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
本
部
会
館
は
谷
口
雅
春
先

生
が
心
を
込
め
て
お
つ
く
り
に
な
っ
た
建
物
で

あ
る
と
同
時
に
、
日
本
の
宝
で
あ
り
、
世
界
に

誇
る
宗
教
建
築
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

因ち
な

み
に
、
東
京
大
学
安
田
講
堂
、
衆
議
院
・

参
議
院
議
長
公
邸
は
同
博
士
の
設
計
に
よ
る
も

の
で
す
が
、
工
事
現
場
に
自
己
専
用
室
を
設
け
、

最
後
ま
で
直
接
監
理
の
労
を
と
ら
れ
た
の
は
、
本

部
会
館
が
初
め
て
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

尊
師
の
ご
愛
念
と
信
徒
の
ま
ご
こ
ろ
を
　
　

　 

　
破
壊
し
た
谷
口
雅
宣
総
裁
教
団

　

信
徒
の
皆
さ
ん
!! 

こ
の
よ
う
な
谷
口
雅
春
先

生
の
ご
愛
念
と
、
百
万
信
徒
の
真
心
、
そ
し
て

最
高
の
設
計
・
施
工
で
完
成
し
た
本
部
会
館
を
、

耐
震
工
事
を
施
せ
ば
半
永
久
的
に
使
用
可
能
で

あ
っ
た
建
物
を
、
谷
口
雅
宣
氏
は
破
壊
し
た
の

で
す
。

　

真
の
弟
子
で
あ
れ
ば
こ
の
所し

ょ
ぎ
ょ
う業を
ゆ
る
す
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
谷
口
雅
春
先
生
が

お
つ
く
り
に
な
ら
れ
た
も
の
を
次
々
に
解
体
す

る
谷
口
雅
宣
氏
。
本
部
会
館
の
破
壊
は
そ
の
象

徴
で
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
原
宿
本
部
会
館
の
解
体
に
乗
じ
、
全

国
信
徒
の
信
仰
の
結
晶
で
あ
っ
た
御
神
像
は
、〝
光

明
の
塔
〟
か
ら
撤
去
さ
れ
、
今
、
八
ヶ
岳
の
雅
宣

教
団
の
原
っ
ぱ
で
野
ざ
ら
し
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
号
は
、
こ
の
〝
御
神
像
の
撤
去
〟
に
つ
い

て
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

（
引
用
の
原
文
は
一
部
旧
漢
字
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
）

岸田日出刀博士

落慶、超満員の大道場。演壇上は谷口雅春先生
（『生長の家』昭和 29年 5月号より引用）


