
【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４ ― 生長の家総本山・龍宮住吉本宮建立目的の解体 ―

特別報告 令和４年７月１日

総
本
山
を
〝
聖
地
〟
と
呼
ぶ
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　   

禁
じ
た
雅
宣
氏

　

尊
師
谷
口
雅
春
先
生
は
、
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
ご
建こ

ん
り
ゅ
う立さ

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
。

　

と
こ
ろ
が
谷
口
雅
宣
氏
は
、
自
身
の
ブ
ロ
グ
に
次
の
よ
う

に
記
し
て
、〝
聖
地
〟
と
呼
ぶ
こ
と
を
禁
じ
た
の
で
す
。

  「
生
長
の
家
で
は
、
現
象
世
界
に
〝
聖
地
〟
が
あ
る
と
は
教

え
ま
せ
ん
」「
皆
さ
ん
も
こ
の
本
山
の
こ
と
を
「
聖
地
だ
」

と
は
言
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
」（
原
文
の

ま
ま

）（
平
成
23
年
６
月
17
日
、

谷
口
雅
宣
氏
の
ブ
ロ
グ
よ
り
引
用
）

　

こ
の
雅
宣
氏
の
発
言
は
、谷
口
雅
春
先
生
が
総
本
山
を〝
聖

地
〟
と
さ
れ
た
事
実
に
全
く
反
す
る
発
言
で
あ
り
、
信
徒
に

大
き
な
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。

　

雅
宣
氏
の
発
言
が
、
い
か
に
谷
口
雅
春
先
生
が
総
本
山
を

〝
聖
地
〟
と
さ
れ
た
事
実
に
反
す
る
か
、
尊
師
の
お
言
葉
を

紹
介
し
ま
す
。

  「
わ
た
し
は
近
い
う
ち
に
、
九
州
別
格
本
山
の
八
十
万
坪
の

聖
地

0

0

に
、
護
国
の
神
霊
住
吉
大
神
の
神
殿
を
建こ

ん
り
ゅ
う立す
る
準
備

の
た
め
に
移
住
す
る
。
…
…
そ
れ
が
完
成
し
て
住
吉
本
宮
に

神
霊
が
入
魂
し
た
と
き
、こ
の
八
十
万
坪
の
聖
地

0

0

を
、〝
別
格
〟

の
名
を
廃
し
て
、
生
長
の
家
総
本
山
と
す
る
予
定
で
あ
り
ま

す
」（『
神
の
真
義
と
そ
の
理
解
』。
ツ
メ
点
編
集
部
）

  「
嘗か

つ

て
、
天
よ
り
霊れ

い

杵き

天あ
ま
く
だ降
り
し
と
伝
う
る
と
こ
ろ
の
筑つ

く
し紫

の
西に

し
そ
の
ぎ

彼
杵
郡ぐ

ん

、
大お

お
か
み
だ
い
ら

神
平
の
聖
地

0

0

に
身
を
浄
め
心
を
浄
め
奉
り

て
、住
吉
大
神
の
舎み

あ
ら
か殿

を
し
つ
ら
え
」（『
神
の
真
義
と
そ
の
理
解
』

住
吉
大
神
の
分
身
分
霊
と
し
て
聖
使
命
を
拝
受
す
る
祈
り
）

　

し
か
も
、
先
に
紹
介
し
た
雅
宣
氏
の
ブ
ロ
グ
は
、
総
本
山

の
谷
口
家
奥お

く

津つ

き城
前
で
執
り
行
わ
れ
た
「
谷
口
雅
春
大
聖
師

二
十
六
年
祭
」
の
挨
拶
の
中
で
述
べ
た
も
の
で
、
雅
宣
氏
は

谷
口
雅
春
先
生
の
墓
前
に
お
い
て
、
谷
口
雅
春
先
生
の
お
言

葉
を
否
定
し
た
の
で
す
。

「
鎮
護
国
家
」
の
抹
殺

　

総
本
山
を
〝
聖
地
〟
と
呼
ぶ
こ
と
を
禁
じ
た
雅
宣
氏
は
、

続
い
て
龍
宮
住
吉
本
宮
建
立
の
目
的
で
あ
る
「
鎮
護
国
家
」

を
否
定
す
る
た
め
、
信
徒
に
こ
の
よ
う
な
説
明
を
し
ま
す
。

  

「
総
本
山
建
立
当
時
の
世
界
で
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立

に
よ
る
冷
戦
構
造
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
…
各
国
と
も
軍
備

を
増
強
し
、
武
力
に
よ
っ
て
自
国
の
平
和
維
持
を
め
ざ
す
強

い
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
の
生
長
の
家
で
は
、
…
日
本

国
を
護
る
た
め
に
「
鎮
護
国
家
」
を
前
面
に
出
し
て
、
日
本

国
の
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
と
運
動
を
展
開
し
ま
し
た
。」

  「
し
か
し
、
…
今
日
の
世
界
の
最
大
の
問
題
は
、
地
球
環
境

問
題
」
で
あ
る
か
ら
、「
生
長
の
家
総
本
山
の
祭
祀
の
重
点

を「
鎮
護
国
家
」か
ら「
世
界
平
和
」へ
移
す
」と
宣
言
し
て
、

「
鎮
護
国
家
」
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
龍
宮
住
吉
本
宮
か
ら
、

「
鎮
護
国
家
」
そ
の
も
の
を
消
し
去
っ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
を
信
徒
に
徹
底
す
る
た
め
、
龍
宮
住
吉
本

宮
の
手
水
舎
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
「
鎮
護
国
家
」
の
文
字
を

「
世
界
平
和
」
に
書
き
換
え
、
更
に
は
信
徒
が
特
別
に
祈
願

す
る
「
鎮
護
国
家
特
別
誓
願
」
ま
で
改か

い
ざ
ん竄

し
た
の
で
す
。

「
鎮
護
国
家
特
別
誓
願
」
の
改か
い
ざ
ん竄

　

谷
口
雅
春
先
生
が
は
じ
め
ら
れ
た「
鎮
護
国
家
特
別
誓
願
」

は
、
天

す
め
ら
み
こ
と
皇
の
御み

い

つ
稜
威
を
輝
か
し
め
、
日
本
国
は
も
と
よ
り
全

世
界
の
人
々
に
真
理
を
お
伝
え
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
調
和

の
地
上
天
国
を
現げ

ん
じ
ょ
う成す
る
精
神
的
基
盤
を
得
る
た
め
の
誓
願

で
あ
り
、
全
信
徒
こ
ぞ
っ
て
住
吉
大
神
に
、
日
本
国
実
相
顕

現
と
人
類
光
明
化
運
動
に
邁
進
す
る
こ
と
を
堅
く
お
誓
い
申

し
上
げ
る
特
別
な
祈
願
で
す
。

　

生
長
の
家
の
信
徒
は
、
こ
の
誓
願
券
に
示
さ
れ
て
い
る
誓

い
の
言
葉
（
次
ペ
ー
ジ
上
段
の
右
の
写
真
参
照
）
を
謹
書
し
て
奉
納

し
、
総
本
山
で
は
毎
年
11
月
の
龍
宮
住
吉
本
宮
秋
季
大
祭
に

お
い
て
「
特
別
誓
願
」
の
み
ま
つ
り
が
執
り
行
わ
れ
て
き
ま

し
た
。

　

谷
口
雅
春
先
生
は
さ
ら
に
龍
宮
住
吉
本
宮
建
立
の
意
義
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
お
説
き
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

龍宮住吉本宮建立時には手水舎に「鎮護国家」
が掲げられていた（写真右端）

⬅
「鎮護国家」が剥ぎ取られた現在の手水舎
（写真左端、世界平和にすりかえられている）

（信徒提供）
（信徒提供）



  

「
日
本
国
家
を
千
万
年
安
泰
に
す
る
霊
　
　
　い
し
ず
え

的
礎
を

築
く
た
め
に
建
立
す
る
住
吉
本
宮
で
あ
っ
て
、

吾
々
個
人
が
御ご

り利
益や

く

を
貰
う
た
め
に
拝
む
と
か

い
う
、
そ
ん
な
お
宮
で
は
な
い
の
で
す
。
端
的

に
い
え
ば
、
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

で
あ
る
。
そ
れ
が
〝
龍
宮
住
吉
本
宮
〟

で
あ
る
」（『
生
長
の
家
』
誌
昭
和
50
年
９
月
号
）

　

こ
の
尊
師
の
御
心
を
受
け
て
「
鎮
護
国
家
特

別
誓
願
」
が
行
わ
れ
て
き
た
の
で
す
が
、
雅
宣

氏
は
こ
れ
を
骨
抜
き
に
し
、「
鎮
護
国
家
」
を
削

除
す
る
た
め
、
誓
願
の
文
言
を
全
く
異
な
る
も

の
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

【
正
し
い
誓
願
券
】

○
鎮
護
国
家 

特
別
誓
願

「
私
は
鎮
護
国
家
・
日
本
国
実
相
顕
現
を

誓
願
し
人
類
光
明
化
運
動
に
邁
進
致
し
ま
す
」

【
現
在
の
改か

い
ざ
ん竄
さ
れ
た
誓
願
券
】

○
世
界
平
和
実
現
の
た
め
の
特
別
誓
願

「
私
は
神
・
自
然
・
人
間
の
大
調
和
に
よ
る

宇
宙
浄
化
・
世
界
平
和
を
誓
願
致
し
ま
す
」

　
「
鎮
護
国
家
」
を
否
定
し
、「
日
本
国
実
相
顕

現
」
も
「
人
類
光
明
化
運
動
」
も
削
除
す
れ
ば
、

も
は
や
本
来
の
誓
願
券
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
う
え
元
号
ま
で
削
除
し
書
式
を
横
書
き

に
変
え
る
と
い
う
徹
底
ぶ
り
で
す
。

ご
祭
神
を
変
更
し
神
示
祭
も
廃
止

大
日
本
神
国
観
も
宇
宙
浄
化
の
祈
り
も

お
こ
な
わ
れ
な
く
な
る

　
「
鎮
護
国
家
」
を
否
定
し
た
雅
宣
氏
は
、
さ
ら

に
ご
祭
神
の
変
更
と
い
う
驚
く
べ
き
決
定
を
し

ま
す
。

　

平
成
26
年
11
月
21
日
の
龍
宮
住
吉
本
宮
秋
季

大
祭
に
お
い
て
、
龍
宮
住
吉
本
宮
の
主
た
る
ご

祭
神
を
「
住
吉
大
神
」
か
ら
「
造
化
の
三
神
」

に
変
更
し
て
、
令
和
２
年
４
月
７
日
に
は
全
国

の
教
化
部
及
び
信
徒
に
対
し
ご
祭
神
変
更
の
指

示
通
達
を
出
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
現
教
団
は
、
谷
口
雅
春
先
生

が
立
教
さ
れ
た
生
長
の
家
と
は
全
く
異
な
る
宗

教
に
変
わ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
ご
祭
神
が
変
更

さ
れ
た
平
成
26
年
、
総
本
山
で
は
次
々
に
改
悪

的
変
更
が
行
わ
れ
ま
し
た
。『「
生
長
の
家
」
教

団
の
平
成
30
年
史
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。

○
平
成
26
年
３
月
１
日　

総
本
山
で
の
「
立
教

記
念
式
典
」
に
お
い
て
「
實
相
」
額
が
白
い
幕

で
隠
さ
れ
、
出
龍
宮
顕
斎
殿
が
土
足
履
き
に
さ

れ
る
。
又「
国
旗
」「
聖
旗
」は
掲
げ
ら
れ
ず
、「
国

歌
斉
唱
」
の
な
い
前
代
未
聞
の
式
典
と
な
る
。

○
４
月
３
日
「
神
武
天
皇
陵
遥
拝
式
」
後
の
「
大

日
本
神
国
観
」
が
廃
さ
れ
、「
基
本
的
神
想
観
」

に
変
更
さ
れ
る
。
そ
し
て
５
月
以
降
「
神
示
祭
」

が
な
く
な
る
。

○
９
月
27
日
「
生
長
の
家
」
に
と
っ
て
は
と
り

わ
け
大
切
な「
大
調
和
の
神
示
祭
」が
な
く
な
る
。

手
水
舎
の
「
鎮
護
国
家
」
が
消
さ
れ
、「
世
界
平

和
」
に
書
き
換
え
ら
れ
る
。

○
11
月
21
日
「
ご
祭
神
」
が
変
更
と
な
る
。
あ

わ
せ
て
「
宇
宙
浄
化
の
祈
り
」
も
な
く
な
る
。

　

つ
づ
い
て
翌
平
成
27
年
に
は
、
聖
使
命
感
謝

奉
納
祭
の
祝の

り
と詞

か
ら
も
「
住
吉
大
神
」
が
外
さ

れ
る
の
で
す
。

総
本
山
を
形
骸
化
し
貶お
と
しめ
る
そ
の

変
質
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず

　

総
本
山
の
変
質
は
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
。

○
団
体
参
拝
練
成
会
の
変
質

  「
生
長
の
家
大
神
」
で
あ
り
〝
鎮
護
国
家
の
神
〟

で
あ
る
住
吉
大
神
へ
の
敬
神
を
深
め
る
「
団
体

参
拝
練
成
会
」
は
、
平
成
20
年
、
４
泊
５
日
か

ら
３
泊
４
日
に
短
縮
さ
れ
、
参
加
者
も
組
織
会

員
に
限
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

又
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
「
谷
口
雅
春
先
生
御
講

義
ビ
デ
オ
」
も
削
除
さ
れ
、平
成
23
年
に
は
「
大

日
本
神
国
観
」
が
消
さ
れ
ま
し
た
。

○
「
住
吉
大
神
」
の
神し

ん
れ
い霊

符ふ

の
下か

ふ附
中
止

　

現
教
団
は
、「
住
吉
大
神
」
に
加
え
て
「
造
化

の
三
神
」
を
勧か

ん
じ
ょ
う請し
た
と
説
明
し
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
が
真
実
な
ら
ば
「
住
吉
大
神
」
の
神
霊
符

は
下
附
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
す
。
と
こ
ろ
が

実
際
は
、
信
徒
に
「
住
吉
大
神
」
を
お
祀
り
さ

せ
な
い
た
め
下
附
を
中
止
し
て
い
る
の
で
す
。

○
奥お

く

津つ

き城
ヒ
ル
ク
ラ
イ
ム
（
登と

坂は
ん

遊
技
）

　

立
教
記
念
日
等
に
、
総
本
山
の
境
内
地
を
自

転
車
で
走
り
回
る
遊
技
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
し
か
も
谷
口
雅
春
先
生
、
谷
口
輝

子
先
生
の
御み

た
ま霊
鎮し

ず

ま
り
給
う
神
聖
な
奥お

く

津つ

き城
を

遊
技
の
ゴ
ー
ル
に
す
る
と
い
う
冒ぼ

う
と
く瀆
で
す
。

　

谷
口
雅
春
先
生
が
畢ひ

っ
せ
い生

の
大
事
業
と
し
て
建

立
さ
れ
た
総
本
山･

龍
宮
住
吉
本
宮
は
今
、
谷

口
雅
宣
氏
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
貶お

と
しめ
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。
信
徒
の
皆
さ
ん
は
ど
う
お
考
え

に
な
り
ま
す
か
。

谷口雅春先生のお嘆きは
いかばかりでありましょう。

☆  

改か
い
ざ
ん竄
さ
れ
た
現
在
の
『
誓
願
券
』

   （「
鎮
護
国
家
」「
日
本
国
実
相
顕
現
」

     「
人
類
光
明
化
運
動
」
が
削
除
さ
れ
て
い
る
）

☆  
谷
口
雅
春
先
生
が
お
は
じ
め
に

　  
　
　
　
な
っ
た
正
し
い
『
誓
願
券
』

⬅

（信徒提供）

自転車遊技のゴールに
された、谷口雅春先生
谷口輝子先生の奥津城

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


