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熊
野
参
詣
道（
熊
野
古
道
）の
ひ
と
つ
中な
か
へ
ち

辺
路

は
、現
在
の
田
辺
市
・
海
岸
部
か
ら
山
中
に
分
け
入

り
熊
野
三
山
を
巡
る
道
。か
つ
て
、中
世
の
上
皇
た

ち
が
京
都
か
ら
熊
野
に
詣
で
る
た
め
に
利
用
し
た

こ
と
に
端
を
発
す
る
参
詣
道
だ
。道
中
に
は「
王

子
」と
呼
ば
れ
る
熊
野
神
の
御
子
神
を
祀
っ
た
祠

や
社
が
点
在
し
、〝
祈
り
の
道
〞と
呼
ば
れ
る
熊
野

古
道
の
中
で
も
、と
り
わ
け
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
空

気
に
満
ち
て
い
る
。

　

中
辺
路
の
大
部
分
は
険
し
い
山
道
。自
然
と

人
々
の
祈
り
が
一
体
と
な
っ
た「
文
化
的
景
観
」を

醸
し
出
し
て
い
る
。古
道
の
一
部
は
、現
在
で
も
生

活
道
路
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

熊
野
古
道
で
二
十
年
間
語
り
部
を
務
め
て
い
る

の
が
坂
本
勲
生
さ
ん
。地
元
・
本
宮
町
で
生
ま
れ
育

ち
、小
中
学
校
の
教
員
と
し
て
四
十
年
間
教
鞭
を

と
っ
た
。現
在
は
熊
野
本
宮
語
り
部
の
会
会
長
と

し
て
活
動
し
て
い
る
。今
年
で
八
〇
歳
に
な
る
が
、

そ
の
健
脚
ぶ
り
に
は
舌
を
巻
く
。

　
「
世
界
遺
産
に
な
っ
て
た
く
さ
ん
の
人
が
こ
こ
に

来
て
く
れ
て
ま
す
が
、単
に
観
光
す
る
ん
や
な
し

に
、歴
史
的
な
事
や
地
域
住
民
の
想
い
を
知
っ
て

も
ら
い
た
く
て
語
り
部
を
し
て
ま
す
」。

　

坂
本
さ
ん
は
国
土
交
通
省
が
選
定
す
る「
観
光

カ
リ
ス
マ
」に
選
ば
れ
る
ほ
ど
人
気
が
高
い
。豊
富

な
知
識
と
分
か
り
や
す
く
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な
語
り

口
が
そ
の
人
気
の
秘
密
だ
。

　

坂
本
さ
ん
と
中
辺
路
・
小
雲
取
越
を
歩
い
て
み

る
。背
中
の
リ
ュッ
ク
に
付
け
た
熊
避
け
の
鈴
が
チ

リ
ン
チ
リ
ン
と
響
く
。時
折
立
ち
止
ま
っ
て
道
端
の

草
木
を
説
明
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
歩
く
坂
本
さ

ん
。谷
側
か
ら
涼
風
が
吹
き
抜
け
て
く
る
。「
い
い

風
が
吹
い
て
き
ま
し
た
な
。こ
う
い
う
風
を
私
ら
は

〝
極
楽
の
余
り
風
〞
っ
て
呼
ぶ
ん
で
す
」。

熊
野
古
道
で
最
高
級
の
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
な
る

の
が「
百
間
ぐ
ら
」。〝
く
ら
〞と
い
う
の
は
断
崖
の

こ
と
だ
そ
う
で
、足
元
は
谷
に
向
か
っ
て
深
く
落
ち

込
み
、目
の
前
に
は
熊
野
の
山
々
が
大
パ
ノ
ラ
マ
と

な
っ
て
広
が
る
。一
度
見
た
ら
忘
れ
ら
れ
な
い
風
景

だ
。

　

熊
野
三
山
の
ひ
と
つ
、
熊
野
本
宮
大
社
。

大お
お
ゆ
の
は
ら

斎
原
と
呼
ば
れ
る
熊
野
川
の
中
洲
に
も
と
も

と
社
殿
が
あ
っ
た
が
、明
治
の
大
洪
水
で
流
失
し
、

か
ろ
う
じ
て
残
っ
た
上
四
殿
が
高
台
に
遷
座
さ
れ

た
。大お
お
し
め
な
わ

注
連
縄
の
か
か
る
門
の
奥
に
、檜ひ
わ
だ
ぶ

皮
葺
き
の

社
殿
が
荘
厳
な
雰
囲
気
で
鎮
座
す
る
。長
い
旅
路

を
終
え
た
巡
礼
者
は
、こ
の
静
謐
な
空
気
に
圧
倒

さ
れ
た
に
違
い
な
い
。観
光
地
化
さ
れ
た
豪
華
絢

爛
な
寺
社
に
は
な
い
、本
物
の
祈
り
の
景
観
が
こ
こ

に
は
あ
る
。

　

坂
本
さ
ん
は
、講
演
会
の
講
師
と
し
て
全
国
的

に
活
躍
し
て
い
る
が
、い
つ
も「
使
い
な
が
ら
保
存
す

る
こ
と
の
大
切
さ
」を
話
す
の
だ
と
い
う
。熊
野
古

道
は
す
べ
て
の
人
々
を
受
け
入
れ
て
き
た
道
。世

界
遺
産
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
制
限
や
規
制
を
設

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。だ
か
ら
こ
そ
、使
い
な
が
ら

後
世
に
引
き
継
い
で
い
く
必
要
が
あ
る
の
だ
、と
。

実
際
、中
辺
路
で
は
、中
学
校
の
生
徒
や
企
業
が

参
加
す
る
道
普
請
が
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
。ま
た
、

卒
業
後
地
元
に
戻
り
、熊
野
の
良
さ
を
伝
え
て
い

こ
う
と
い
う
若
い
世
代
が
育
っ
て
い
る
。坂
本
さ
ん

の
想
い
は
確
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
だ
。

　
「
道
と
い
う
の
は
、何
か
と
何
か
を
つ
な
げ
る
も

ん
で
し
ょ
う
？　

熊
野
参
詣
道
は
京
都
と
本
宮

大
社
を
つ
な
げ
る
も
ん
で
も
あ
る
け
ど
、私
ら
と

地
元
の
若
い
子
ら
を
つ
な
げ
る
も
ん
で
も
あ
る

し
、世
界
中
で
同
じ
よ
う
に
文
化
的
景
観
を
残
そ

う
と
す
る
人
々
を
つ
な
ぐ
も
ん
で
も
あ
る
、と
思

て
ま
す
」。　
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シリーズ 紀州の世界遺産

熊野古道中辺路・熊野本宮大社

百間ぐら。険しい山道を登りきった途端、目に飛び
込んでくるのは墨絵のような大パノラマ。語り部に
連れられて初めてここを訪れる人は、この光景を目
の当たりにして、暫し呆然とするそうだ。曇天時や夕
暮れ時の靄がかかった幽玄とした眺めが有名だが、
この日のような晴天時の眺望もまた素晴らしい。

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真言密教の霊場をはじめ、日本古来の自然崇拝に根ざす神道と中国大陸・朝鮮半島から伝来した仏
教・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。

世界遺産 

「紀伊山地の霊場と参詣道」
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1. 滝尻王子の石灯籠。苔む
した姿は歴史を感じさせる。 
2. 坂本勲生さん。本宮で生
まれ熊野古道と共に歩んで
80年。 3. 道中の「とがの木
茶屋」付近。すぐ脇には、南方
熊楠が保護運動を行ったこ
とで有名な「野中の一方杉」
や「継桜王子」がある。 4. 熊
野本宮大社。檜皮の茶色が
印象的な境内に一歩足を進
めると、空気が凛とする。 
5.6. 大斎原は社殿が遷座し
た現在でもスピリチュアルな
空気が濃厚に流れている。入
口に立つのは、高さ33.9m、
横42mの日本一の大鳥居。


