


大本いろは

　
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
　

　

世
界
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
が
あ
り
ま

す
。
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
仏
教

と
い
っ
た
世
界
三
大
宗
教
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ

教
や
ヒ
ン
ズ
ー
教
、
神
道
、
そ
の
他
、
各

地
域
に
根
ざ
し
た
宗
教
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
成
立
し
た
時
期
は

異
な
り
、
教
え
や
祭
儀
の
形
式
も
い
ろ
い

ろ
で
、
一
見
す
る
と
、
ま
っ
た
く
違
っ
た

宗
教
が
世
界
に
数
多
く
あ
る
か
の
よ
う
に

見
え
ま
す
。

　

神
さ
ま
の
捉
え
方
や
呼
び
方
も
、
各
宗

教
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
主
（
キ

リ
ス
ト
教
）、
ア
ッ
ラ
ー
（
イ
ス
ラ
ム

教
）、
ゼ
ウ
ス
（
ギ
リ
シ
ャ
神
話
）、
ヤ
ハ

ウ
ェ
（
ユ
ダ
ヤ
教
）、
阿
弥
陀
仏
（
仏
教
）、

大お
お
も
と
す
め
お
お
み
か
み

天
主
太
神
（
大
本
）
な
ど
の
よ
う
に
千

差
万
別
で
す
。

　
神
も
仏
も
一
緒

　

大
本
で
は
、
神
さ
ま
で
あ
れ
、
仏
さ
ま

で
あ
れ
、ア
ッ
ラ
ー
で
あ
れ
、民
族
や
文
化
、

環
境
な
ど
の
違
い
か
ら
呼
び
方
が
異
な
っ

て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
根
源
は
同
じ
だ
と

教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

人
に
よ
っ
て
違
っ
た
も
の
を
見
て
い
る

よ
う
で
も
、
実
は
同
じ
も
の
を
見
て
い
る

の
で
す
。

　

こ
れ
と
同
様
に
、「
神
さ
ま
に
祈
っ
て
い

る
」「
い
や
い
や
、
私
は
ゼ
ウ
ス
に
祈
っ
て

い
る
ん
だ
」「
僕
は
仏
さ
ま
に
祈
っ
て
い
る

ん
だ
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
対
象
に
祈
っ

て
い
る
よ
う
に
思
っ
て
い
て
も
、
結
局
は
、

同
じ
存
在
に
祈
っ
て
い
る
と
い
え
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
世
界
平
和
の
鍵

　

宗
教
の
違
い
を
理
由
に
、
お
互
い
争
っ

て
ば
か
り
い
て
は
、
世
界
が
平
和
に
な
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
「
万
教
同
根
」
の

考
え
に
立
ち
返
り
、
お
互
い
の
違
い
を
乗

り
越
え
、
理
解
し
、
尊
重
し
合
う
こ
と
が

大
切
で
す
。「
万
教
同
根
」
の
考
え
は
、
世

界
平
和
の
鍵
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
同
じ
サ
イ
コ
ロ
を
見
て
い
る

　

例
え
ば
、
サ
イ
コ
ロ
を
思
い
浮
か
べ
て

く
だ
さ
い
。

　

サ
イ
コ
ロ
は
６
つ
の
面
か
ら
成
っ
て
い

ま
す
。
見
方
に
よ
っ
て
は
１
が
見
え
、
別

の
方
向
か
ら
は
２
が
見
え
、
ま
た
別
の
方

向
か
ら
は
３
が
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
す

べ
て
一
つ
の
同
じ
サ
イ
コ
ロ
を
見
て
い
る

の
で
す
。

上から見ると１を、左から見ると２を、
右から見ると３を見ている。それぞれ違
う数字を見ているつもりでも、同じ一つ
のサイコロを見ています。「万教同根」
もこれと同じです。

　
　

聖
な
る
冒
険

　

昭
和
52
（
１
９
７
７
）
年
２
月
３
日
、

米
国
聖
公
会
（
キ
リ
ス
ト
教
）
と
の
共

同
礼
拝
式
が
、
京
都
府
綾
部
市
の
大
本

の
聖
地
・
梅
松
苑
の
み
ろ
く
殿
で
実
現

し
ま
し
た
。（
写
真
右
）

　

自
分
の
宗
教
の
礼
拝
式
を
他
の
宗
教

の
神
殿
で
行
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の

宗
教
の
歴
史
か
ら
い
っ
て
も
、
世
界
的

に
珍
し
い
こ
と
で
し
た
。

　

共
同
礼
拝
式
に
参
列
し
た
当
時
の
有

識
者
か
ら
は
、「
聖
な
る
冒
険
」
と
評

さ
れ
ま
し
た
。

　
　

聖
な
る
冒
険

聖
な
る
冒
険

大本南米本部

大本モンゴル本部

　
世
界
の
諸
宗
教
と
交
流

　

大
本
で
は
、「
万
教
同
根
」
の
教
え
に
基

づ
き
、
世
界
平
和
の
た
め
に
、
世
界
の
諸

宗
教
と
共
に
祈
り
を
さ
さ
げ
、
交
流
を
重

ね
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
他
の
宗
教
団
体
と
の
交
流

は
、
今
か
ら
１
０
０
年
ほ
ど
前
の
大
正
時

代
か
ら
始
ま
り
、
交
流
団
体
は
、
世
界
の

さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
及
び
ま
す
。

　

こ
う
し
た
宗
教
の
垣
根
を
越
え
た
交
流

を
〝
宗
際
化
〞
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

◎
大本

英国聖公会
（イギリス）

道院
（台湾）

カオダイ教
（ベトナム）

米国聖公会
（アメリカ）

イスラム教
（シリア）

ユダヤ教
（イスラエル）

白色連盟
（ブルガリア）

カトリック
（バチカン）

マルティヌス学会
（デンマーク）

モンゴル仏教
（モンゴル）

大本が交流してきた主な世界の宗教

エジプト・シナイ山で行われた合同礼拝（1984 年）。世界
の宗教者が手をとり、輪になって共に祈りをささげた


