


大本いろは

　
出
口
す
み
こ
二
代
教
主
の

　
生
い
立
ち
　

　

出
口
す
み
こ
二
代
教
主
は
、
明
治
16
年

（
１
８
８
３
）、
後
に
大
本
の
開
祖
と
な
る

母
・
出
口
な
お
の
末
娘
（
８
人
兄
姉
の
五
女
）

と
し
て
、
現
在
の
京
都
府
綾
部
市
に
生
ま

れ
ま
し
た
。

　

出
口
家
は
大
変
に
貧
し
く
、
す
み
こ
は

子
供
の
こ
ろ
か
ら
子
守
り
な
ど
の
奉
公
に

出
た
た
め
、
小
学
校
に
行
く
こ
と
が
で
き

ず
、
読
み
書
き
を
習
う
こ
と
も
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

す
み
こ
は
開
祖
の
「
お
筆
先
」（
No. 

22
参

照
）
に
よ
り
〝
世
継
ぎ
（
二
代
教
主
）
に
〞

と
示
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
す
み
こ
は
、
17

歳
の
時
に
、
開
祖
と
並
ん
で
大
本
教
祖
と

な
る
出
口
王
仁
三
郎
（
当
時
・
上
田
喜
三
郎
）

と
結
婚
し
ま
す
。

　
天
地
の
ご
恩
に
感
謝

　

す
み
こ
が
書
く
文
字
は
、
す
べ
て
〝
ひ

ら
が
な
〞
で
す
。
そ
れ
は
、
文
字
を
習
う

こ
と
が
な
か
っ
た
す
み
こ
が
、
母
・
な
お

の
書
く
お
筆
先
を
見
て
覚
え
た
文
字
だ
っ

た
の
で
す
。

　

そ
ん
な
す
み
こ
の
書
く
文
字
は
「
て
ん

の
お
ん　

ち
の
お
ん
…
」「
ひ
の
ご
お
ん　

み
ず
の
お
め
ぐ
み　

つ
ち
の
お
ん
…
」
と

い
う
よ
う
に
、
神
さ
ま
へ
の
感
謝
の
言
葉

が
連
な
る
、
信
仰
的
な
も
の
で
し
た
。　

証言〝風神雷神〟のよう

　
す
み
こ
が
、
筆
を
走
ら
せ
る
様

子
を
、
書
家
の
稲
垣
黄
鶴
氏
は
次

の
よ
う
に
証
言
し
て
い
ま
す
。

「
ま
る
で
慈
母
観
音
の
よ
う
な
、

優
し
い
母
親
と
い
う
雰
囲
気
の
お

方
が
、
揮
毫
（
き
ご
う
）
さ
れ
る

時
に
は
、
ま
る
で
風
神
雷
神
の
よ

う
な
感
じ
で
、
線
が
、
ま
る
で
刀

の
先
の
よ
う
に
強
く
墨
が
の
っ
て

い
る
と
こ
ろ
も
か
す
れ
て
い
る
と

こ
ろ
も
、
す
べ
て
に
力
が
満
ち
あ

ふ
れ
て
い
ま
す
」

だ
い
ち
の

こ
ん
じ
ん

き
ん
か
つ

か
ね
の
お

ほ
か
み

二代教主・出口すみこ

さ
ん
ぜ
ん
せ
か
い

い
ち
ど
に
ひ
ら
く

う
め
の
は
な

　
魯
山
人
を
驚
嘆
さ
せ
た

　〝
天
下
無
類
の
下
手
な
字
〞

　

書
、
陶
芸
、
篆て
ん
こ
く刻
な
ど
に
才
能
を

発
揮
し
た
北き

た

大お
お

路じ

魯ろ

山さ
ん

人じ
ん

が
、
備
前

焼
の
陶
芸
家
・
金
重
陶
陽
（
人
間
国
宝
）

宅
に
滞
在
し
た
時
、
床
に
掛
け
ら
れ

て
い
た
す
み
こ
の
書
を
見
て
、

 

「
天
衣
無
縫
。
ま
っ
た
く
驚
い
た
。
あ

あ
い
う
天
才
は
、
三
千
年
の
歴
史
に

も
ち
ょ
っ
と
見
当
た
ら
な
い
」
と
驚

き
ま
し
た
。

　

そ
こ
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
の
が
、

左
の
書
で
し
た
。

 「
よ
が
か
わ
り
　
て
ん
か
む
る
い
の

へ
た
な
じ
お
か
く
　
で
ぐ
ち
す
み
こ
」

　

こ
の
こ
ろ
、
す
み
こ
の
書
を
見
た

有
識
者
た
ち
が
、
そ
の
芸
術
性
を
評

価
し
は
じ
め
ま
し
た
。
こ
の
書
は
そ

れ
を
受
け
、
す
み
こ
が
〝
不
思
議
な

世
の
中
に
な
っ
た
も
の
だ
〞
と
、
素

直
な
思
い
を
書
い
た
も
の
で
し
た
。

　
ぼ
っ
か
ぶ
り
の
歌
　
　

 「
よ
そ
と
せ
お　

な
れ
な
じ
ん
だ
る

　

ぼ
っ
か
ぶ
り　

つ
ま
わ
ま
め
な
か

　

こ
ら
わ
ふ
ゑ
た
か
」

　

第
二
次
大
本
事
件
（
昭
和
10
年
に
起
き

た
政
府
に
よ
る
宗
教
弾
圧
・
裁
判
に
よ
り

無
罪
終
結
）
の
際
、
独
房
に
留
置
さ
れ
た

す
み
こ
の
元
へ
や
っ
て
く
る
２
匹
の
ぼ
っ

か
ぶ
り
（
ゴ
キ
ブ
リ
）
を
思
い
出
し
て
詠

ん
だ
歌
で
す
。

　

す
み
こ
が
ぼ
っ
か
ぶ
り
に
優
し
く
声
を

掛
け
、
食
事
を
与
え
る
と
、
ぼ
っ
か
ぶ
り

は
毎
日
や
っ
て
来
た
と
い
い
ま
す
。
ま
る

で
、
人
と
同
じ
よ
う
に
語
り
合
う
そ
の
姿

か
ら
、
す
み
こ
の
温
か
な
人
柄
を
し
の
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
す
。

もっと知りたい！

●すみこの生い立ちやぼっかぶりのエピソード
などが記された著作から、すみこの人柄を詳
しく知ることができます。

『おさながたり』（1,512 円）
『ぼっかぶりのうた』（1,338 円）
＝お求めは＝
　天声社売店　Tel 0771-24-7523
　京都府亀岡市天恩郷 大本本部 みろく会館１Ｆ

 「
姫
だ
る
ま
」・「
あ
け
が
ら
す
」　
　

　

文
字
の
他
に
、
す
み
こ
は
墨
絵
も
描
き

ま
し
た
。
す
み
こ
が
好
ん
で
描
い
た
の
は
、

「
姫
だ
る
ま
」「
あ
け
が
ら
す
」「
松
」「
救

い
の
舟
」
な
ど
で
、
こ
れ
ら
も
す
べ
て
信

仰
的
な
も
の
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
の

絵
か
ら
は
、
す
み
こ
の
大
ら
か
な
人
柄
を

感
じ
る
と
と
も
に
、
迷
い
の
な
い
筆
運
び

か
ら
は
、
力
強
さ
、
た
く
ま
し
さ
、
優
し

さ
な
ど
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。


