
【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３ ― 神様の取り替え「住吉大神」から「造化の三神」へ（１）

特別報告 令和４年３月１日

生
長
の
家
大
神
は
住
吉
大
神
で
あ
る

　

生
長
の
家
は
宇
宙
の
本
源
神
の
応
化
神
に
ま
し
ま
す

住
吉
大
神
が
、尊
師
谷
口
雅
春
先
生
に
天
降
り
給
い
て
、

今
か
ら
92
年
前
の
昭
和
５
年
に
立
教
さ
れ
ま
し
た
。

　

住
吉
大
神
は
尊
師
を
通
し
て
33
の
神
示
を
お
示
し
に

な
り
、人
類
を
〝
人
間
神
の
子
〟
の
悟
り
に
導
く
た
め
、

唯
神
実
相
哲
学
の
聖
典
『
生
命
の
實
相
』、
神
癒
の
聖

経
『
甘
露
の
法
雨
』、
最
高
の
瞑
想
法
「
神
想
観
」
を

お
与
え
に
な
り
ま
し
た
。
更
に
、
み
こ
こ
ろ
の
天
に
な

る
世
界
は
中
心
帰
一
世
界
で
あ
り
、
そ
の
地
上
顕
現
の

聖
な
る
使
命
を
持
つ
国
が
、
日
本
国
で
あ
る
と
お
説
き

に
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
住
吉
大
神
の
導
き
と
、
尊
師
谷
口
雅
春
先
生
の

慈
愛
に
包
ま
れ
て
、
生
長
の
家
は
信
徒
百
万
の
大
教
団

と
な
っ
た
の
で
す
。

数
々
の
所
業
の
末
に
住
吉
大
神
を

　
　
　
脇
神
に
押
し
込
め
た
谷
口
雅
宣
氏

　

し
か
し
、
昭
和
60
年
、
谷
口
雅
春
先
生
が
ご
昇
天
さ

れ
、谷
口
清
超
先
生
が
二
代
目
の
総
裁
に
就
か
れ
る
と
、

雅
宣
氏
は
副
理
事
長
等
の
重
要
役
職
を
担
い
、
谷
口
雅

春
先
生
が
推
進
さ
れ
た
人
類
光
明
化
・
日
本
国
実
相
顕

現
運
動
の
形
骸
化
を
図
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
生
政
連
の
実
質
的
解
散
、
国
民
運
動

「
日
本
を
守
る
国
民
会
議
」
か
ら
の
脱
退
、
愛
国
書
等

を
含
む
多
く
の
聖
典
の
実
質
上
の
絶
版
、
神
誌
の
改
変

等
々
、
数
え
上
げ
れ
ば
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

か
く
て
平
成
11
年
、
雅
宣
氏
は
総
裁
代
行
の
指
名
を

受
け
る
や
、谷
口
雅
春
先
生
を
信
奉
す
る
熱
心
な
弟
子
、

愛
国
的
色
彩
の
強
い
弟
子
の
方
々
を
〝
原
理
主
義
者
〟

と
し
て
、
理
事
、
教
化
部
長
等
か
ら
の
一
掃
を
図
り
、

更
に
は
運
動
の
柱
を
人
類
光
明
化
・
日
本
国

実
相
顕
現
運
動
か
ら
、
地
球
環
境
保
全
・
国

際
平
和
信
仰
運
動
へ
と
転
換
し
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
谷
口
清
超
先
生
が
逝
去
さ
れ
る

や
、「
面
授
に
よ
っ
て
三
代
目
総
裁
に
就
任

し
た
」
と
宣
言
し
、
山
梨
の
地
に
百
数
十
億

円
を
か
け
て
本
部
を
移
転
。
東
京
原
宿
の
本

部
会
館
玄
関
上
に
輝
い
て
い
た
生
長
の
家

大
神
の
御
神
像
を
と
り
は
ず
し
、
更
に
は
戦

後
日
本
が
復
興
か
ら
ま
だ
日
も
浅
く
貧
し
か
っ
た
昭
和

29
年
、
谷
口
雅
春
先
生
と
信
徒
が
心
魂
傾
け
て
建
造
し

た
本
部
会
館
ま
で
解
体
す
る
に
至
っ
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
雅
宣
氏
に
よ
り
、
谷
口
雅
春
先
生
が
信
徒

と
と
も
に
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
が
次
々
に
破
壊
さ
れ

る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。

　

中
で
も
尊
師
谷
口
雅
春
先
生
は
、
晩
年
の
昭
和
53

年
、
生
長
の
家
を
導
き
給
う
た
住
吉
大
神
を
顕
斎
す
る

た
め
、
長
崎
の
地
に
宇
宙
浄
化
・
鎮
護
国
家
の
龍
宮
住

吉
本
宮
を
建
立
さ
れ
、
こ
の
地
を
総
本
山
と
し
て
天
皇

国
日
本
護
持
の
〝
聖
地
〟
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
雅
宣
氏

は
こ
の
本
宮
か
ら
鎮
護
国
家
の
使
命
を
外
し
た
上
、〝
聖

地
〟
と
呼
ぶ
こ
と
を
禁
じ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
又
、
谷
口
雅
春
先
生
御
自
ら
龍
宮
界
よ
り

勧か
ん
じ
ょ
う

請
さ
れ
た
住
吉
大
神
を
、
生
長
の
家
の
中
心
の
神
か

ら
脇
神
に
押
し
込
め
、
代
わ
り
に
造
化
の
三
神
（
天
之

御
中
主
大
神
・
高
御
産
巣
日
神
・
神
産
巣
日
神
）
を
主

神
と
す
る
神
様
の
変
更
を
行
っ
た
の
で
す
。（
平
成
26
年

11
月
21
日
、
総
本
山
秋
季
大
祭
に
於
い
て
）

　

か
く
て
尊
師
が
神
名
を
お
書
き
に
な
っ
た
尊
い
〝
住

吉
大
神
〟
の
神
霊
符
は
下
附
を
中
止
さ
れ
封
ぜ
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

全
く
異
質
の
宗
教
団
体
と
な
っ
た
現
教
団

　
　
　

  　
　
令
和
２
年
４
月
７
日
の
通
達

　

つ
づ
い
て
令
和
２
年
４
月
７
日
、
教
団
は
造
化
の
三

神
を
総
本
山
だ
け
で
な
く
、
各
教
化
部
、
各
信
徒
の
家

庭
に
お
い
て
も
祀
る
よ
う
に
と
の
指
示
通
達
を
出
し
ま

し
た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
が
祈
る
と
き
最
初
に
の
べ
る

「
實
相
礼
拝
」
の
コ
ト
バ
を
、「
實
相
の
御
額
（
御
軸
）

を
通
し
て
宇
宙
の
大
生
命
に
礼
拝
い
た
し
ま
す
」
か
ら

「
造
化
の
三
神
と
七

し
ち
じ
ゅ
う
の
と
う

重
塔
を
通
し
て
宇
宙
の
大
生
命
に

礼
拝
い
た
し
ま
す
（
要
約
）」
に
せ
よ
と
変
更
を
指
示

し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
生
長
の
家
大
神
を
、
住
吉
大
神
か
ら
造
化

の
三
神
に
変
更
す
る
と
い
う
宗
教
革
命
的
指
示
で
あ

り
、
又
、
實
相
額
を
通
さ
ず
に
祈
る
と
い
う
祈
り
の
形

の
変
更
は
、
近
い
将
来
、
實
相
額
を
無
用
の
も
の
と
す

る
意
図
を
含
む
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、「
生
長
の
家
」
と
い
う
名
称
は
同

じ
で
あ
っ
て
も
、
今
日
の
教
団
が
信
仰
す
る
神
を
変
え

た
こ
と
は
、
人
間
の
頭
脳
を
取
り
替
え
た
よ
う
な
も
の

で
あ
り
、
谷
口
雅
春
先
生
の
「
生
長
の
家
」
と
は
異
質

の
宗
教
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

総本山職員の手書きによる
　現教団の「造化の三神」神霊符
　       　　（谷口雅春先生を学ぶ会発行『甦れ！生長の家』より引用）

⬅
谷
口
雅
春
先
生
ご
真
筆
の
「
住
吉
大
神
」
の
神
霊
符

　
　
　     

現
在
、
信
徒
に
お
祀
り
さ
せ
な
い
よ
う
下
附
を
中
止
し
て
い
る
。



住
吉
大
神
と
谷
口
雅
春
先
生

　

そ
れ
で
は
、
住
吉
大
神
と
は
い
か
な
る
神
様

で
、
ま
た
谷
口
雅
春
先
生
と
は
ど
の
よ
う
な
関

係
に
あ
ら
れ
る
の
か
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

聖
典
『
實
相
と
現
象
』
に
、「
生
長
の
家
大
神

と
は
住す

み
の
え
の
お
お
か
み

吉
大
神
で
あ
る
」
と
題
す
る
次
の
ご
文

章
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

  

「
生
長
の
家
大
神
と
は
誰ど

な
た方

で
あ
る
か
と
言
い

ま
す
と
こ
れ
は
阪
神
間
の
本
住
吉
神
社
に
お
祀

り
し
て
あ
る
と
こ
ろ
の
住
吉
大
神
で
あ
ら
れ
ま

し
て
、『
古
事
記
』
に
、
天あ

ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
御
神
様
が
お

生
れ
に
な
る
に
先
立
っ
て
、
此
の
大
宇
宙
浄
め

の
神
と
し
て
、
水
と
塩
（
靈
）
と
を
以
っ
て
浄

め
給
う
と
こ
ろ
の
龍
宮
界
の
神
様
と
し
て
現
れ

ら
れ
た
と
こ
ろ
の
上う

わ
つ
つ筒

之の

男お
の
か
み神

、
中な

か
つ
つ筒

之の

男お
の
か
み神

、

底そ
こ
つ
つ筒

之の

男お
の
か
み神

と
言
わ
れ
る
三
柱
の
神
様
を
一
體

に
総
称
し
て
、住す

み
の
え
の
お
お
か
み

吉
大
神
（
俗
称
す
み
よ
し
の
大
神
）

と
申
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
」

　

住
吉
大
神
は
天
照
大
御
神
が
お
生
ま
れ
に
な

る
下
準
備
と
し
て
浄
化
の
働
き
を
な
さ
れ
た
神

様
で
あ
り
、
生
長
の
家
は
、
そ
の
住
吉
大
神
の

導
き
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
、
谷
口

雅
春
先
生
は
、
次
の
よ
う
に
お
示
し
下
さ
っ
て

い
ま
す
。

  

「
わ
た
し
は
兵
庫
県
神
戸
に
生
ま
れ
た
。
わ
た

し
の
産う

ぶ
す
な
の
か
み

土
神
は
生い

く

田た

神
社
で
、
そ
の
祭
神
は
天

照
大
御
神
の
御
妹
君
の
稚わ

か
ひ
る
め
の
か
み

日
女
神
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
…
私
の
運
命
の
大
体
の
方
向
は
、

私
の
過
去
世
の
業
績
に
基
く
決
算
に
よ
っ
て
、

産
土
神
が
、
何な

に
が
し某

の
許も

と

に
生
ま
れ
よ
、
し
か
し

て
何
某
の
許
へ
養
子
に
行
き
、
結
局
、
住
吉
大

神
の
御み

旨む
ね

を
奉
戴
し
て
人
類
光
明
化
運
動
に
励

む
と
同
時
に
、
日
本
国
家
を
護
る
運
動
を
起
す

よ
う
に
導
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
」（『
理
想
世
界
』
誌 

昭
和
49
年
12
月
号
「
人
類
光
明
化
運
動
の
神
々
の
系
譜
」）

　

こ
こ
に
示
さ
れ
て
あ
る
と
お
り
谷
口
雅
春
先

生
は
、
明
治
26
年
、
兵
庫
県
の
烏
原
村
で
お
生

ま
れ
に
な
り
、
数
え
年
四
歳
で
養
子
に
行
か
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
兄
弟
の
中
で
唯
一
人
高
等
教

育
を
う
け
る
こ
と
と
な
り
、
早
稲
田
大
学
時
代
、

大
本
教
時
代
を
経
て
東
京
の
浅
草
で
執
筆
中
、

関
東
大
震
災
に
遭
わ
れ
神
戸
に
帰
郷
さ
れ
る
。

そ
こ
で
借
り
た
家
が
本
住
吉
神
社
の
近
く
だ
っ

た
の
で
す
。

  

「
わ
た
し
は
、
朝
風
呂
が
好
き
で
し
て
ね
、
そ

の
頃
に
は
「
勇
み
湯
」
と
い
う
お
風
呂
が
午
前

五
時
か
ら
沸
い
て
い
た
の
で
…
誰
も
入
ら
な
い

一
番
風
呂
に
入
っ
て
…
そ
の
帰
り
に
…
本
住
吉

神
社
へ
毎
日
お
詣
り
し
て
、
日
本
国
の
隆
昌
と
、

天
皇
家
の
御
繁
栄
を
お
祈
り
申
し
て
、
帰
る
こ

と
に
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
住
吉

大
神
の
霊
感
を
い
た
だ
い
て
、
そ
し
て
、
生
長

の
家
の
現
在
説
い
て
い
る
真
理
を
授
か
っ
た
わ

け
な
ん
で
す
」（『
生
長
の
家
』
誌 

昭
和
53
年
10
月
号
「
住

吉
大
神
と
私
」）

  

「
毎
朝
礼
拝
後
、
自
宅
に
帰
っ
て
静
坐
黙
念
の

修
行
を
つ
づ
け
て
い
る
う
ち
に
、
神
想
観
の
坐

法
や
呼
吸
の
仕
方
な
ど
も
自
然
に
教
え
ら
れ
た
。

…
そ
の
時
わ
た
し
は
人
類
光
明
化
の
た
め
に
機

関
雑
誌
『
生
長
の
家
』
を
出
せ
と
い
う
神
の
声

を
き
い
た
の
で
あ
っ
た
」（『
理
想
世
界
』
誌 

昭
和
49

年
12
月
号
「
人
類
光
明
化
運
動
の
神
々
の
系
譜
」）

　

こ
の
よ
う
に
谷
口
雅
春
先
生
は
、
住
吉
大
神

か
ら『
生
命
の
實
相
』『
甘
露
の
法
雨
』「
神
想
観
」

を
授
け
ら
れ
て
生
長
の
家
を
創
始
さ
れ
た
の
で

す
。

　

そ
れ
故
、「
生
長
の
家
の
教お

し
えは

住
吉
大
神
よ
り

来き
た

る
。
私
の
教
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
自
分
は

た
ゞ
喇ら

っ
ぱ叭

で
あ
る
。
ス
ピ
ー
カ
ー
で
あ
る
。
自

分
は
大
先
生
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
大
先
生
は

住
吉
大
神
で
あ
る
」（『
生
長
の
家
』
誌 

昭
和
16
年
12
月

号 

十
二
月
四
日
の
言
葉
「
住
み
吉
き
日
」）
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
の
で
す
。

幽
斎
か
ら
顕
斎
へ

　
　
入
龍
宮
を
経
て
出
龍
宮
へ

　

総
本
山
の
龍
宮
住
吉
本
宮
の
落
慶
は
昭
和
53

年
で
す
が
、
谷
口
雅
春
先
生
が
住
吉
神
社
奉
祀

の
発
願
を
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
20
年
前
の
宇
治

別
格
本
山
の
宝
蔵
神
社
造
営
計
画
に
合
わ
せ
て
、

「
生
長
の
家
大
神
は
神
道
で
は
住
吉
大
神
で
あ

ら
せ
ら
れ
る
か
ら
尚
、
奥
の
院
に
は
住
吉
神
社

を
奉
祀
し
て
そ
の
神
徳
を
顕
揚
し
た
い
希
望
を

も
っ
て
い
る
」（『
生
長
の
家
』
誌 

昭
和
33
年
６
月
号
「
明

窓
浄
机
」）
と
ご
発
表
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
そ
の
後
、
宇
治
に
於
い
て
は
、
神し

ん

癒ゆ

の
社や

し
ろ・
入

に
ゅ
う
り
ゅ
う龍
宮ぐ

う

幽ゆ
う
さ
い
で
ん

斎
殿
が
建こ

ん
り
ゅ
う立さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
の
〝
入
龍
宮
幽
斎
殿
竣
工
慶け

い

祝
し
ゅ
く

献け
ん
ど
う堂
の
祝の

り
と詞
〟
の
一
節
に
は
、「
こ
の
社
殿
の
中

央
に
天
照
大
御
神
、
左
右
に
龍
宮
の
大
神
に
ま

し
ま
す
水し

お火
土つ

ち
の

大お
お
か
み神
、
住
吉
大
神
を
い
つ
き
祀

り
、
こ
れ
の
殿

み
あ
ら
かを

幽
斎
殿
と
し
…
住
吉
大
神
こ

こ
に
出
御
し
給
い
て
龍
宮
海
秘ひ

沈ち
ん

の
真
理
を
説

き
給
う
」（『
生
長
の
家
』誌 

昭
和
46
年
12
月
号
）と
あ
り
、

ま
た
「
幽
斎
と
は
形
式
を
通
し
て
神
を
礼
拝
す

る
と
こ
ろ
の
顕
斎
に
対
す
る
語こ

と
ばで

あ
る
。
す
な

わ
ち
魂
を
鎮
め
て
神
と
一
体
な
る
こ
と
を
帰
す

る
神
想
観
を
厳
修
す
る
斎
殿
の
こ
と
で
あ
る
」

（『
生
長
の
家
』
誌 

昭
和
42
年
１
月
号
）
と
お
示
し
下
さ

い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
住
吉
大
神
の
幽
斎
が
整
い
昭
和
50

年
、
い
よ
い
よ
御
顕
斎
へ
の
道
が
具
体
的
に
開

始
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
当
時
谷
口
雅
春

先
生
は
、
日
本
の
危
機
に
際
し
て
は
幽
斎
と
共

に
顕
斎
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

ご
教
示
下
さ
い
ま
し
た
。

  

「
今
、
日
本
国
の
安
泰
に
最
も
必
要
な
の
は
、

…
天
照
大
御
神
の
出し

ゅ
つ
ぎ
ょ御の

道
を
浄
め
奉
っ
た
宇

宙
浄
化
の
神
―
住
吉
大
神
を
表
に
出
す
こ
と
で

あ
る
。
住
吉
大
神
は
唯
今
、
宇
治
別
格
本
山
の

龍
宮
幽
斎
殿
に
幽
斎
さ
れ
て
在ま

し

ま
し
て
…
併し

か

し
、

今
や
日
本
国
の
危
機
の
事
態
は
、
住
吉
大
神
に

現
象
の
表
に
臨り

ん
ぎ
ょ御

し
て
頂
い
て
、
直
接
、
現
象

界
に
そ
の
御み

ひ
か
り光

を
頂
い
て
、
日
本
国
の
危
機
の

暗
雲
を
消
去
し
て
頂
き
、
唯
今
、
日
本
統
治
の

圏
外
に
あ
ら
せ
ら
れ
る
、
謂い

わ
ば
、
天あ

ま

之の

岩い
わ

戸と

か
く
れ
に
ま
し
ま
す
天
照
大
御
神
の
皇こ

う
そ
ん孫

に
ま

し
ま
す
天
皇
の
御み

ひ
か
り光

を
現
象
界
に
ま
で
射
し
込

ま
せ
る
道
を
禊き

よ

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
で
あ

る
。
そ
れ
に
は
幽
斎
と
共
に
顕
斎
を
必
要
と
す

る
の
で
あ
る
。
…
そ
の
た
め
に
は
住
吉
大
神
の

御み
あ
ら
か殿

と
し
て
社
殿
を
し
つ
ら
え
奉
ら
ね
ば
な
ら

な
い
」（『
生
長
の
家
』
誌 

昭
和
50
年
２
月
号
「
明
窓
浄
机
」）

　

こ
う
し
て
、「
日
本
国
家
を
千
万
年
安
泰
に
す

る
霊
的
礎い

し
ず
えを
築
く
た
め
に
…
鎮
護
国
家
を
目
的

と
す
る
お
宮
で
あ
っ
て
住
吉
大
神
の
御
出
御
を

お
願
い
す
る
た
め
の
社や

し
ろ」

と
し
て
（『
生
長
の
家
』

誌 

昭
和
50
年
９
月
号
）
龍
宮
住
吉
本
宮
の
建
立
は
始

ま
っ
た
の
で
し
た
。（
次
号
に
つ
づ
く
）

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

  谷口雅春先生が毎朝参詣された
　  本住吉神社【昭和初期】 （『生長の火をかざ

して』より引用 )
　  生長の家の人類光明化運動は
　　  　住吉大神の導きで始まった。


