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高
野
山
は
、約
千
二
百
年
前
に
弘
法
大
師

に
よ
っ
て
開
か
れ
た
真
言
密
教
の
修
行
道

場
で
、高
野
山
真
言
宗
の
総
本
山
で
も
あ

る
。標
高
約
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
山
上
に
広

が
る
盆
地
に
は
、百
十
七
も
の
寺
院
が
立
ち

並
び
、そ
の
多
く
は
宿
坊
を
兼
ね
て
い
る
。

山
の
入
口
・
大
門
か
ら
約
一
〇
分
ほ
ど

歩
く
と
、さ
ま
ざ
ま
な
お
堂
や
塔
が
立
ち
並

ぶ「
壇
上
伽
藍
」と
呼
ば
れ
る
聖
域
が
あ
り
、

曼
荼
羅
の
思
想
に
基
づ
い
て
根
本
大
塔
、金

堂
な
ど
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
二
〇
分
ほ
ど
歩
く
一
の
橋
か
ら

は
、弘
法
大
師
の
御
廟
の
あ
る
奥
の
院
ま
で

う
っ
そ
う
と
杉
の
樹
の
茂
る
道
が
続
く
。道

沿
い
に
は
、太
閤
秀
吉
か
ら
太
平
洋
戦
争
の

戦
没
者
ま
で
、さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
墓
が
立

ち
並
ぶ
。こ
の
道
を
歩
い
て
い
る
の
は
、お

遍
路
さ
ん
た
ち
を
除
け
ば
外
国
人
旅
行
者

が
多
い
。そ
の
多
く
は
、史
跡
巡
り
と
い
う

よ
り
、〝
生
の
密
教
文
化
〞を
求
め
て
訪
れ
て

い
る
よ
う
だ
。

か
つ
て
は
そ
ん
な
外
国
人
の
一
人
で
、現

在
は
役
僧
と
し
て
山
内
の
無
量
光
院
で
生

活
し
て
い
る
の
が
、ク
ル
ト
・
厳
蔵
さ
ん
だ
。

ス
イ
ス
人
の
ク
ル
ト
さ
ん
が
高
野
に
入
山

し
た
の
は
約
一
〇
年
前
。そ
れ
ま
で
も
何
度

も
高
野
山
を
訪
れ
、僧
に
な
る
ま
で
に
な
っ

た
理
由
は
、「
こ
こ
に
は
生
き
た
文
化
が
あ

る
か
ら
」だ
と
い
う
。

「
例
え
ば
、京
都
に
は
確
か
に
歴
史
的
な

町
並
み
や
建
物
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。で

も
本
物
の
自
然
が
感
じ
ら
れ
な
い
で
し
ょ

う
？　

高
野
山
に
は
、町
並
み
や
建
物
は
も

ち
ろ
ん
、本
物
の
自
然
と
、そ
こ
で
生
活
す

る
人
々
の
息
吹
が
あ
る
。高
野
山
は
美
術
館

で
は
な
い
。〝
生
き
た
文
化
〞が
あ
る
ん
で

す
」（
ク
ル
ト
さ
ん
）

高
野
の
ま
ち
は
千
二
百
年
の
時
を
経
た
数

多
く
の
歴
史
的
事
物
と
、い
ま
を
生
き
る

人
々
の
生
活
そ
の
も
の
が
見
事
に
溶
け
合
っ

て
い
る
。ク
ル
ト
さ
ん
は
じ
め
外
国
か
ら

や
っ
て
く
る
人
々
の
目
に
魅
力
的
に
映
っ
て

い
る
の
は
、そ
ん
な
風
景
な
の
だ
ろ
う
。

高
野
山
を
訪
れ
る
外
国
人
と
日
本
人
の

一
番
の
違
い
は
、滞
在
期
間
の
長
さ
だ
と
い

う
。日
本
人
は
、バ
ス
や
車
で
乗
り
付
け
て
、

壇
上
伽
藍
や
奥
の
院
な
ど
を
観
て
帰
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
多
い
。外
国
人
旅
行
者
は
最

初
か
ら
三
泊
以
上
す
る
予
定
で
宿
坊
に
泊

ま
っ
た
り
、そ
の
時
の
コ
ー
ス
の
都
合
で
一

泊
し
か
で
き
な
く
て
も
、「
こ
れ
で
は
足
り

な
い
」と
再
び
訪
れ
て
何
泊
も
す
る
と
い

う
。「〝
観
光
〞を
求
め
て
く
る
人
と
〝
本
質

的
な
文
化
〞を
求
め
て
く
る
人
の
違
い
だ
と

思
い
ま
す
」（
ク
ル
ト
さ
ん
）

ク
ル
ト
さ
ん
は
、二
〇
〇
八
年
か
ら
国
土

交
通
省
が
任
命
す
る
「Y

O
K
O
S
O
 JA
PA
N

大
使
」に
選
ば
れ
た
。こ
れ
は
、日
本
へ
の
外

国
人
旅
行
者
を
二
〇
一
〇
年
ま
で
に

一
〇
〇
〇
万
人
に
す
る
目
標
の
も
と
、日
本

の
魅
力
を
発
信
し
て
い
る
人
々
を
任
命
す

る
も
の
。ク
ル
ト
さ
ん
は
、外
国
人
旅
行
者

や
欧
米
の
メ
デ
ィ
ア
、旅
行
会
社
に
フ
ラ
ン

ス
語
、ド
イ
ツ
語
、英
語
な
ど
で
高
野
山
の

曼
荼
羅
や
仏
像
、ふ
す
ま
絵
な
ど
を
解
説

し
、そ
の
魅
力
を
紹
介
。ま
た
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
観
光
セ
ミ
ナ
ー
で
高
野
山
を
紹
介
す
る

な
ど
、認
知
度
ア
ッ
プ
に
貢
献
し
て
い
る
こ

と
か
ら
選
ば
れ
た
。「
高
野
山
を
訪
れ
る
人

に
は
、山
内
を
ぜ
ひ
自
分
の
足
で
歩
い
て
欲

し
い
。車
で
移
動
す
る
こ
と
も
で
き
る
け
れ

ど
、生
き
た
文
化
を
感
じ
る
た
め
に
は
歩
く

の
が
一
番
で
す
。時
間
は
か
か
る
け
れ
ど
、

そ
の
た
め
に
も
何
泊
か
し
て
欲
し
い
と
思

う
」。ク

ル
ト
さ
ん
は
日
本
人
に
こ
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
す
る
。

「
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
生
き
た
文
化

遺
産
が
国
内
に
あ
る
国
は
そ
う
多
く
な

い
。も
っ
と
多
く
の
日
本
人
が
訪
れ
る
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
。高
野
山
に
行
っ
た
こ

と
が
な
い
な
ん
て
本
当
に
不
思
議
。も
っ

た
い
な
い
ね
」　

b

平日は意外と歩く人の少ない
奥の院へ続く道。晴れても雨
に煙っても美しいこの道をぜ
ひ歩いて欲しい。運がよけれ
ば散歩中のクルトさんに出
会って、高野山にまつわる話
が聞けるかもしれない。

世界遺産 「紀伊山地の霊場と参詣道」

　修験道の拠点である「吉野・大峯」、熊野信仰の中心地である「熊野

三山」、真言密教の根本道場である「高野山」の三霊場と、それらを結

ぶ「参詣道」から構成される。和歌山、奈良、三重の3県にまたがる。

紀伊山地には、中国大陸から請来された山岳密教の霊場をはじめ、日

本古来の自然崇拝に根ざす山岳信仰や神道、中国大陸・朝鮮半島から

伝来した仏教と道教の融合で形成された日本固有の神仏習合の霊場

や修験道の霊場、などが併存している。さらに、こうした霊場が参詣道

によって結ばれることで、霊場と参詣道を含む山岳全体が、深遠な比類

無き文化的景観となっている。

　人と祈りと自然が共生してきた、平和な民を象徴するこの景観は、人

類のかけがえのない宝として、2004年7月世界遺産に登録された。

高野山
シリーズ 紀州の世界遺産




