
【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７ ― 神

しんじゅ

授の聖経『甘露の法雨』に代えて、人
にんげん

間知
ち

の偽
にせきょう

経「讃歌」の読誦へ

特別報告 

令和５年３月１日正しい生長の家の御教えを護り抜くために

聖
経
『
甘
露
の
法
雨
』
誕
生
の
由
来

　

立
教
当
初
、
谷
口
雅
春
先
生
は
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
（
神し
ん
ら
い徠

）
を
受
け
た
詩
を
当
時

の
神
誌
に
次
々
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
甘
露
の
法
雨
」
も
そ
の
一
つ
で
、
誌
上
に

発
表
後
、
そ
れ
を
読
ん
だ
読
者
の
病
気
や
人
生

上
の
苦
悶
が
消
え
る
体
験
が
続
出
し
ま
し
た
。　

　

そ
こ
で
昭
和
10
年
、
京
都
の
小
木
虎
次
郞
工

学
博
士
の
考
案
に
よ
り
、
そ
れ
を
経
本
型
に
製

本
し
て
発
行
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
頒
布

さ
れ
る
や
、
又
々
功
徳
を
受
け
る
人
が
現
れ
、

多
く
の
人
々
が
人
生
苦
か
ら
救
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
こ
と
を
尊
師
は
、『
甘
露
の
法
雨
』は「
期

せ
ず
し
て
、『
生
命
の
實
相
』
全
巻
の
真
理
を

縮
約
し
て
歌
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

を
読と
く
じ
ゅ誦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
奇
跡

を
演
じ
た
の
で
、
つ
い
に
聖
経
と
称
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
」（
新
編
『
生
命
の
實
相
』
第
35
巻
）
と
お

示
し
に
な
り
、「
聖
経
『
甘
露
の
法
雨
』
は   
小
さ
く
は

個
人
の
病
い
を
い
や
し   

大
き
く
は
国
家
の
大
病   
世

界
の
大
病
を
も
癒
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」（『
光

の
泉
』
昭
和
38
年
10
月
号
）
と
ご
教
示
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

そ
の
顕
著
な
例
が
、
終
戦
時
に
お
け
る
最
大
の
危
機

を
未
然
に
防
い
だ
田た

中な
か

靜し
ず
い
ち壹

大
将
の
次
の
実
例
で
す
。

　

終
戦
の
詔
勅
を
昭
和
天
皇
御
自
ら
御
吹
き
込
み
頂

い
た
玉
音
盤
を
、
近こ
の
え衛
師
団

の
反
乱
軍
が
奪
取
し
て
戦
争

継
続
を
企く
わ
だて

た
と
き
、
説
得

に
あ
た
っ
た
生
長
の
家
信
徒

田
中
靜
壹
大
将
の
奉
持
し
た

聖
経
『
甘
露
の
法
雨
』
が
「
天
皇
陛
下
の
御ご

諚じ
ょ
う」

と
見

え
、
反
乱
を
鎮
定
し
て
無
血
終
戦
を
迎
え
る
に
至
り
ま

し
た
。（『
神
の
真
義
と
そ
の
理
解
』）

　

ま
た
、
ハ
ワ
イ
の
生
長

の
家
信
徒
で
あ
っ
た
宮
川

和
子
氏
が
、
英
訳
『
甘
露

の
法
雨
』
を
第
二
次
世
界

大
戦
で
応お
う
し
ょ
う召さ

れ
た
兵
士

一
人
一
人
の
ポ
ケ
ッ
ト
に

入
れ
て
送
り
出
し
た
と
こ

ろ
、「
イ
タ
リ
ー
の
南
端

か
ら
上
陸
す
る
際
に
、
機

関
銃
弾
が
そ
の
英
訳
『
甘

露
の
法
雨
』
に
命
中
し
な

が
ら
、
そ
れ
を
貫
通
す

る
こ
と
が
で
き
ず
無
傷
で

大
量
の
兵
員
が
上
陸
し

て
戦
功
を
た
て
た
よ
う

な
奇
跡
も
あ
り
、
交
通
事

故
に
遭
い
な
が
ら
無
事

だ
っ
た
実
例
の
ご
と
き
は
数
限
り
も
な
い
の
で
あ
る
。」

（
新
編『
生
命
の
實
相
』第
35
巻
）と
お
説
き
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
携
帯
す
る
だ
け
で
も
功
徳
が
あ
る
の

は
、
神
様
の
救
い
の
霊
波
と
聖
経
の
波
長
と
が
同
波
長

で
あ
る
が
故
に
感
応
を
生
じ
て
救
い
が
成じ

ょ
う
じ
ゅ就す

る
と
、

谷
口
雅
春
先
生
は
ご
指
導
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

聖
経『
甘
露
の
法
雨
』の
発
行
差
止
め
を

　
　
　
　    
企
て
た
谷
口
雅
宣
総
裁
教
団

　

と
こ
ろ
が
平
成
21
年
、
驚
く
べ
き
こ
と
が
起
こ
り

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
著
作
権
者
で
あ
る
生
長
の
家
社

会
事
業
団
の
許
諾
の
も
と
『
生
命
の
實
相
』
を
発

行
し
て
い
た
日
本
教
文
社
が
、
そ
の
著
作
権
表
示
を

改か
い
ざ
ん竄

し
、
密
か
に
印
税
（
著
作
権
使
用
料
）
５
千
万
円

を
不
払
い
し
て
い
た
事
実
が
発
覚
し
た
の
で
す
。（
教
文

社
は
不
当
に
も
時
効
を
主
張
し
、
ほ
と
ん
ど
の
支
払
い
を
逃
れ
ま
し
た
。）

　

さ
ら
に
問
題
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
谷
口

雅
宣
総
裁
教
団
と
日
本
教
文
社
は
、〝
生
長
の
家
社
会

事
業
団
は
著
作
権
者
で
は
な
い
〟
と
強
弁
し
、
当
事

業
団
に
対
し
聖
経
『
甘
露
の
法
雨
』等
の
発
行
を
差
し

止
め
る
訴
訟
を
起
こ
し
た

の
で
す
。（東
京
地
裁
平
成
21
年（
ワ
）

第
一
七
〇
七
三
号
差
止
等
請
求
事
件
）

　

谷
口
雅
春
先
生
の
聖
経

『
甘
露
の
法
雨
』
を
後
世

に
正
し
く
伝
え
護
り
抜
く

た
め
、
当
事
業
団
は
こ
の

著
作
権
剥
奪
訴
訟
を
断
固
と
し
て
戦
い
、
平
成
25
年
、

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
勝
訴
が
確
定
し
ま
し
た
。

「
讃
歌
」を〝
聖
経
に
代
わ
る
も
の
〟と

　
　
　
　
　   

位
置
づ
け
た
谷
口
雅
宣
氏

　

こ
の
裁
判
を
都
合
よ
く
利
用
し
て
雅
宣
氏
は
、『
甘

露
の
法
雨
』
の
真ま

ね似
を
し
た
お
経
類
似
の
い
わ
ゆ
る

「
讃
歌
」
を
つ
く
り
、
信
徒
に
強
要
す
る
こ
と
を
企き

と図

し
ま
し
た
。
当
初
は
〝
こ
れ
は
「
聖
経
」
を
補
強
す

る
も
の
で
、
取
っ
て
代
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
〟

と
説
明
し
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
平
成
28
年
、
あ
ろ
う
こ
と
か
谷
口
雅
春

先
生
の
御
生
誕
日
記
念
式
典
に
お
け
る
挨
拶
の
中
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
聖
経
を
否
定
し
た
の
で
す
。

　
「
こ
れ
ら
の
讃
歌
は
、
人
間
に
と
っ
て
自
然
界
が
ど

れ
だ
け
貴
重
で
素
晴
ら
し
い
存
在
で
あ
る
か
を
、
御

教
え
に
も
と
づ
い
て
讃
美
し
讃
嘆
す
る
内
容
で
す
。

聖
経
『
甘
露
の
法
雨
』
も
『
天
使
の
言
葉
』
も
、
そ

う
い
う
視
点
か
ら
は
教
え
を
説
い
て
い
な
い
…
」（
傍
線

編
集
部
。
平
成
28
年
11
月
22
日
谷
口
雅
宣
氏
ブ
ロ
グ
「
唐
松
模
様
」）

　
〝
補
強
す
る
〟
ど
こ
ろ
か
、
住
吉
大
神
か
ら
谷
口
雅

春
先
生
に
天
降
っ
た
神
授
の
『
甘
露
の
法
雨
』『
天
使

雅宣教団から発行差止の訴
訟を起こされた〝一切経〟

田中靜壹大将

『甘露の法雨』他各種の聖経。治病・運命好転等幾多の奇蹟を生んだ。
（『生長の家四十年史』より引用）



の
言
葉
』
を
廃
絶
し
、
賢さ

か

し
ら
な
人
間
知
で
つ

く
っ
た
「
讃
歌
」
に
置
き
換
え
よ
う
と
の
底
意

が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
て
雅
宣
氏
は

 

讃
歌
の
読
誦
を
信
徒
に
刷
り
込
ん
だ

　

讃
歌
読
誦
の
指
示･

命
令
書
と
な
っ
て
い
る

の
が
、〝
生
長
の
家
会
員
必ひ
っ
け
い携

〟
と
し
て
現
教

団
が
発
行
し
た
『〝
新
し
い
文
明
〟
を
築
こ
う
』

（
監
修
谷
口
雅
宣
）
で
す
。

　
「
先
祖
供
養
及
び
霊
魂
祭
祀
の
方
法
」
の
項

に
「
聖
経
ま
た
は
讃
歌
の
読
誦
」
と
あ
り
、「
唯

今
、
こ
れ
よ
り
生
長
の
家
の
『
〇
〇
〇
〇
』
と

い
う
聖
経（
讃
歌
）を
読
み
ま
す
。
こ
の
聖
経（
讃

歌
）
は
あ
な
た
が
先
祖
代
々
伝
承
し
て
来
ら
れ

た
×
×
宗
の
教
え
の
真
理
を
、
わ
か
り
易
く
現

代
語
に
表
現
し
た
も
の
で
す
…
…
」
と
、
讃
歌

を
聖
経
と
同
列
に
置
い
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
信
徒
は
錯さ
っ
か
く覚

を
起
こ
し
、
讃

歌
も
聖
経
と
同
じ
よ
う
に
真
理
が
説
か
れ
て
い

る
も
の
と
信
じ
込
み
、
無
意
識
の
う
ち
に
非
真

理
に
洗
脳
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
こ
こ
に
真
理

と
非
真
理
と
を
混
在
さ
せ
る
危
険
性
が
あ
る
の

で
す
。

　
外が
い
ら
い
し
ゅ

来
種
の
如ご
と

く
は
び
こ
る
偽に

せ

経き
ょ
う
讃
歌

　

尊
師
は
、
真
理
と
非
真
理
と
を
混
在
し
て
信

ず
る
こ
と
の
深
刻
な
危
険
性
を
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。（
新
編『
生
命
の
實
相
』第
25
巻「
人
生
問
答
篇
」50
頁
～
）

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
現
教
団
は
、
こ
う
し
た
尊

師
の
教
え
に
反
し
て
、
讃
歌
（
非
真
理
）
を
聖

経
に
混
在
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

一
例
を
あ
げ
る
と
、

霊
牌
供
養
の
説
明
に

お
い
て
、 「
生
長
の

家
の
先
祖
供
養
で
は
、

「
霊れ
い
は
い牌

」
と
呼
ば
れ
る

御み

霊た
ま
し
ろ代

に
ご
先
祖
様

の
名
前
を
記
入
し
て

宝
蔵
神
社
に
お
祀ま
つ

り
し
、
聖
経
・
讃
歌
の
読
誦

に
よ
っ
て
…
」（
教
団
機
関
誌『
生
長
の
家
』令
和
３
年
６
月
号
）

と
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
《
新
た
な
経
本
『
万
物
調
和
六
章
経
』

が
永
代
供
養
の「
御
霊
代
」に
な
る
。
そ
の
た
め
、

「
宝
蔵
神
社
祭
祀
に
関
す
る
規
約
」
を
改
正
》（
平

成
27
年
５
月
13
日
／
『「
生
長
の
家
」
教
団
の
平
成
30
年
史
』）
と

あ
り
、
宇
治
別
格
本
山
の
永
代
供
養
の
御
霊
代

に
ま
で
讃
歌
が
入
り
込
む
事
態
と
な
っ
て
い
る

の
で
す
。

　

永
代
供
養
と
は
、
特
別
に
奉
製
さ
れ
た
聖
経

に
、
自
筆
又
は
遺
族
が
名
前
を
書
き
、
そ
れ
を

御み

霊た
ま
し
ろ代

（
つ
ま
り
聖
経
そ
の
も
の
が
位
牌
と
な

る
）
と
し
て
永
代
に
お
祀
り
す
る
供
養
で
す
が
、

宝
蔵
神
社
造
営
中
、
谷
口
雅
春
先
生
は
次
の
よ

う
に
お
述
べ
に
な
り
ま
し
た
。

 

「
宇
治
本
山
役
員
及
び
練
成
会
員
一
同
が
『
甘

露
の
法
雨
』
を
読
誦
し
、
神
想
観
を
行
っ
て
そ

の
誠
魂
の
霊
界
に
於
け
る
解げ

脱だ
つ

向
上
を
祈
願
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
自
書
の
筆
跡
に
は
そ
の
人

自
身
の
霊
波
が
印し
る

せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
霊
魂

祭
祀
の
媒
体
と
す
る
の
に
最
も
適
当
で
あ
る
。

　
自
書
の
名
前
が
聖
経
に
書
か
れ
て
、
そ
れ
と

俱と
も

に
常
に
あ
る
と
云
う
こ
と
は
、
常
に
そ
の
霊

魂
が
聖
経
に
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
そ
の
功
徳
は
か
り
知
れ
な
い
。」（
傍
線
編
集
部
。

『
生
長
の
家
』
昭
和
34
年
12
月
号
「
明
窓
淨
机
」）

　

こ
の
尊
師
の
お
言
葉
を
信
じ
て
永
代
に
祀
ら

れ
て
い
る
御み

霊た
ま

様さ
ま

、
そ
し
て
、
最
高
の
供
養
に

な
る
と
の
思
い
で
一
柱
10
万
円
を
奉
納
さ
れ
た

施せ

主し
ゅ

の
方
々
は
、
聖
経
に
讃
歌
を
混
ぜ
る
と
い

う
一
方
的
な
約
束
違
反
を
、
果
た
し
て
納
得
さ

れ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
ほ
か
各
種
練
成
会
、
宇
治
別
格
本
山
の

写
経
、
本
部
練
成
道
場
（
飛
田
給
）
の
聖
経
法

供
養
等
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
讃
歌
が

混
じ
り
込
ん
で
い
ま
す
。（
教
団
機
関
誌
『
生
長
の
家
』

令
和
３
年
６
月
号
お
よ
び
各
道
場
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

 

（
な
お
、
こ
の
情
況
を
憂う
れ

う
多
く
の
信
徒
の
方
々
か
ら

の
要
望
に
応
え
、
谷
口
雅
春
先
生
を
学
ぶ
会
で
は
、
平

成
28
年
よ
り
聖
経
『
甘
露
の
法
雨
』
と
『
天
使
の
言
葉
』

の
合
本
を
も
っ
て
新
た
な
御
霊
代
と
し
、
聖
経
の
み
で

供
養
す
る
永
代
供
養
を
行
っ
て
い
ま
す
）

偽
経
の
霊
的
危
険
性
を

ご
教
示
さ
れ
て
い
た
谷
口
雅
春
先
生

　

こ
れ
ら
一
連
の
行
為
は
、
尊
師
谷
口
雅
春
先

生
の
ご
教
示
を
完
全
に
踏
み
に
じ
る
も
の
で
す
。

　

谷
口
雅
春
先
生
は
、
こ
の
よ
う
な
将
来
を
予

見
さ
れ
て
か
『
理
想
世
界
』
昭
和
32
年
４
月
号

の
「
宗
教
の
成
立
と
神
癒

に
就
い
て
」
の
ご
論
文
に

お
い
て
、「
大
体
宗
教
と

い
う
も
の
が
生う
ま

れ
て
来

る
の
は
、
本
当
の
宗
教
は
人
造
の
も
の
で
は
な

い
、
霊
界
か
ら
の
人
類
救
済
運
動
で
あ
り
ま
す
」

と
ご
教
示
さ
れ
た
う
え
で
、「
自
分
の
人
間
力

で
『
甘
露
の
法
雨
』
の
真ま

ね似
を
し
た
お
経
類
似

の
も
の
を
創
作
し
て
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
を
勧

め
、
そ
の
経き
ょ
う
も
ん本を

売
る
」
こ
と
を
厳
し
く
戒い

ま
し
め

ら
れ
、「
霊
界
か
ら
の
守
護
が
な
く
な
り
ま
す
」、

「
非
常
に
危
険
」、「
末ま

つ

路ろ

は
必
ず
よ
く
な
い
の

で
あ
り
ま
す
」
と
断
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

 　

最
近
の
実
例
で
は
、
讃
歌
読
誦
を
し
て
い

た
婦
人
が
昼
夜
洗
面
所
に
閉
じ
こ
も
る
状
態
と

な
り
、
そ
の
ご
主
人
か
ら
依
頼
を
受
け
た
元
本

部
講
師
が
直
ち
に
讃
歌
読
誦
を
や
め
さ
せ
、
聖

経
『
甘
露
の
法
雨
』
の
み
の
読
誦
と
尊
師
の
御

教
え
を
説
く
個
人
指
導
を
行
っ
て
快
癒
し
、
事

な
き
を
得
た
体
験
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。（
こ

の
ほ
か
に
も
偽
経
讃
歌
の
害
毒
が
多
数
報
告
さ

れ
て
い
ま
す
）

今
こ
そ
聖
経
『
甘
露
の
法
雨
』
の

　
　
携
帯･

読
誦
を
実
践
し
よ
う
！

　

い
う
ま
で
も
な
く
生
長
の
家
は
、
住
吉
大
神

の
導
き
に
よ
り
尊
師
谷
口
雅
春
先
生
が
悟
り
を

ひ
ら
か
れ
立
教
さ
れ
た
教
え
で
す
。
聖
典
『
生

命
の
實
相
』
も
聖
経
『
甘
露
の
法
雨
』
も
住
吉

大
神
の
お
言
葉
で
あ
り
、「
神
想
観
」
も
住
吉

大
神
よ
り
天
降
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
住
吉
大
神
の
導
き
の
も
と
、
人
類
光
明

化
・
日
本
国
実
相
顕
現
の
大
伝
道
が
展
開
さ
れ
、

信
徒
百
万
の
宗
教
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
谷
口
雅
宣
氏
が
総
裁
の
位
置
に

つ
く
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
上
の
大
切
な
も
の
を

次
々
に
解
体
し
、
谷
口
雅
春
先
生
が
立
教
に

な
っ
た
生
長
の
家
と
は
全
く
異
質
の
も
の
に
な

り
ま
し
た
。

　

尊
師
谷
口
雅
春
先
生
の
御
教
え
に
生
き
る
私

達
は
、
今
こ
そ
住
吉
大
神
の
神
授
の
聖
経
『
甘

露
の
法
雨
』
を
常
に
護
持
し
、
宇
宙
浄
化･

鎮

護
国
家
の
聖
経
百
巻
、
千
巻
読
誦
に
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

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

尊師は聖経類似の偽経を
厳しく戒められた。


