


【出口 なお】（1837～ 1918）
生涯にわたって神の世の実現と人類
の平安を祈り続けた

　

貧
困
の
中
に
も
、
清
く
つ
ま
し
い
生

活
を
し
て
い
た
な
お
に
、
数
え
57
歳
を

迎
え
た
明
治
25
（
１
８
９
２
）
年
の
節

分
の
夜
、「
艮
う
し
と
らの
金こ
ん
じ
ん神
」
と
い
う
神
が

か
か
り
（
帰き

神し
ん

）、
力
強
い
男
神
の
声

を
発
し
ま
し
た
。

　

こ
の
時
か
ら
、
神
は
、
な
お
の
口
や

手
を
通
し
て
神
の
言
葉
を
世
に
伝
え
始

め
ま
し
た
。
こ
れ
が
、〝
大
本
〞
の
は

じ
ま
り
で
す
。

　
　『
お
筆
先
』

 

「
筆
を
持
て
」
と
い
う
神
の
言
葉
に
従

い
な
お
が
筆
を
持
つ
と
、
自
然
に
手
が

動
き
、
文
字
が
記
さ
れ
ま
し
た
。
読
み

書
き
が
で
き
な
い
な
お
が
書
い
た
文
字

は
、
ま
さ
し
く
神
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

も
の
で
、
こ
れ
を
「
お
筆
先
」
と
い
い

ま
す
。

　

お
筆
先
は
、
な
お
が
昇
天
す
る
ま
で

の
27
年
間
書
き
続
け
ら
れ
、人
類
の「
わ

れ
よ
し
」、「
つ
よ
い
も
の
が
ち
」
を

い
ま
し
め
、
こ
の
ま
ま
の
世
界
が
続
け

ば
、
人
類
は
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
を

預
言
・
警
告
し
、
人
々
の
改
心
を
厳
し

く
迫
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
生
涯
で
半
紙
約
20
万
枚
に
お

よ
び
ま
し
た
。

【お筆先】

　
　
大
本
開
祖
・
出
口
な
お

　

大
本
の
開
祖
・
出
口
な
お
は
、
江
戸

末
期
の
天
保
７
（
１
８
３
７
）
年
、
現

在
の
京
都
府
福
知
山
市
の
桐
村
家
に
生

ま
れ
ま
し
た
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
親
に
孝

行
を
尽
く
し
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
、
13

歳
の
こ
ろ
に
は
時
の
藩
主
か
ら
表
彰
を

受
け
た
ほ
ど
で
し
た
。

　

数
え
17
歳
で
綾
部
の
出
口
家
の
養
女

と
な
り
、
そ
の
後
大
工
の
政ま
さ

五ご

郎ろ
う

と
結

婚
。
夫
の
気
ま
ま
な
生
活
と
晩
年
の
看

病
に
も
よ
く
仕
え
、
三
男
五
女
の
母
と

し
て
、
糸い
と

引ひ

き
・
紙か
み

屑く
ず

買か

い
で
生
計
を

立
て
、
過
酷
な
生
活
を
生
き
抜
き
ま
し

た
。

　
清
ら
か
な
生
活

　

厳
し
く
力
強
い
神
の
言
葉
を

取
り
次
い
だ
出
口
な
お
で
す

が
、
普
段
の
生
活
は
つ
つ
ま
し

く
、
質
素
な
も
の
で
し
た
。

　

木も

綿め
ん

の
着
物
を
好
ん
で
身
に

つ
け
、
食
事
は
椀
に
二
口
か
三

口
ほ
ど
の
ご
飯
に
白
湯
を
か
け

た
も
の
と
、
お
か
ず
の
野
菜
と

い
う
一
汁
一
菜
で
し
た
。

　

な
お
と
接
し
た
人
々
は
、
こ

け
の
上
に
打
ち
水
を
し
た
よ
う

な
、
清
ら
か
で
気
品
あ
る
立
居

ふ
る
ま
い
に
心
う
た
れ
た
と
い

い
ま
す
。

　

な
お
は
一
生
を
か
け
〝
世
の

大
難
を
小
難
に
、
小
難
を
無
難

に
〞
と
祈
り
続
け
ま
し
た
。

大本いろは

　
大
本
の
教
典
を
整
備
・
著
述

　
　

王
仁
三
郎
は
、
お
筆
先
に
漢
字
を
当

て
、
大
正
６
年
か
ら
『
大
本
神
諭
』
と

し
て
発
表
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
大
正
10
年
か
ら
は
、
高
熊

山
修
業
で
見
聞
し
た
内
容
を
口
述
し
、

『
霊
界
物
語
』（
81
巻
・
83
冊
）
と
し
て

刊
行
。
そ
の
ほ
か
、
膨
大
な
教
典
・
教

説
書
を
著
述
し
ま
し
た
。

教
者
と
し
て
の
使
命
を
自
覚
し
ま
し
た
。

　

出
口
な
お
の
筆
先
を
目
に
し
た
喜
三

郎
は
、
綾
部
に
な
お
を
訪
ね
、
や
が
て

大
本
入
り
。
な
お
の
五
女
・
出
口
す
み

こ
（
後
の
二
代
教
主
）
と
結
婚
し
、
出

口
王
仁
三
郎
と
名
乗
り
ま
し
た
。
王

仁
三
郎
は
教
団
を
組
織
化
す
る
と
と
も

に
、
国
内
外
で
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
展

開
し
ま
し
た
。

　

王
仁
三
郎
は
宗
教
者
で
あ
り
、
思
想

家
で
あ
り
、
ま
た
霊
能
者
で
あ
り
、
大

芸
術
家
で
も
あ
る
と
い
う
、
大
き
な
ス

ケ
ー
ル
の
持
ち
主
で
し
た
。

【出口 王仁三郎】（1871～ 1948）
「人類愛善」「万教同根」の理念をかかげ、
世界の平和と人類の救済に力を尽くした

横になって霊界物語を口述する
出口王仁三郎（手前は筆録者）

　
聖
師
・
出
口
王お

に仁
三さ
ぶ
ろ
う郎

　

出
口
王
仁
三
郎
聖
師
は
、
明
治
４

（
１
８
７
１
）
年
、
現
在
の
京
都
府
亀
岡

市
で
、
貧
し
い
小
作
農
・
上
田
家
に
生

ま
れ
ま
し
た
（
幼
名
は
喜き

三さ
ぶ
ろ
う郎
）。
地
下

水
脈
を
言
い
当
て
た
り
、
数
え
13
歳
で

小
学
校
の
代
用
教
員
と
な
る
な
ど
、
並

は
ず
れ
た
霊
力
と
智ち

力
の
持
ち
主
で
、

「
神し
ん
ど
う童
」
と
よ
ば
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　

明
治
31
（
１
８
９
８
）
年
、
数
え
28

歳
の
時
、
神
の
導
き
の
ま
ま
に
、
郷
里
の

霊
山
・
高た
か
く
ま熊
山や
ま

で
１
週
間
の
修
業
を
行

い
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
霊
界
と
現
界

を
見
聞
、
神
の
教
え
と
霊
能
を
得
て
、
宗

　  

芸
術
は
宗
教
の
母

　
　

出
口
王
仁
三
郎
は
、
耀よ
う
わ
ん盌
の
制
作
を
は
じ
め
、
陶
芸
、
書
画
な
ど
数
々

の
作
品
を
残
し
た
芸
術
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
芸
術
は
宗
教
の
母
」
と
唱
え
、
天
地
の
森
羅
万
象
は
い
ず
れ
も

神
に
よ
る
〝
大
芸
術
作
品
〞
と
み
て
、
そ
の
真
の
姿
に
触
れ
な
が
ら
、「
神

と
と
も
に
楽
し
み
、
神
と
と
も
に
生
き
、
神
と
と
も
に
働
く
の
が
真
の
宗

教
で
あ
る
」、
と
主
張
し
ま
し
た
。

　

こ
の
精
神
は
、
三
代
教
主
出
口
直
日
の
時
代
に
「
信
仰
即
芸
術
即
生
活
」

と
い
う
教
風
と
し
て
確
立
さ
れ
ま
し
た
。


