
高
野

変
わ
ら
な
い

➊壇上伽藍の西端にある御社。丹生都比売大神（にうつひめのおおかみ）と高野御子大神（たかのみこのおおかみ）を祀る。➋高野山の総門である大門。現在の
建物は1705年に再建されたもので、猛 し々い金剛力士像が安置されている。➌高野山真言宗の総本山金剛峯寺。高野山全体の宗務が行われる。

➍空海に食事を届ける生身供。維那が先頭を歩き、食事
の入った唐櫃（からびつ）を運ぶ。 壇上伽藍の中心的存在である根本大塔

奥之院参道に立ち並ぶ約20万基を超す墓碑や供養
塔。これもまた弘法大師の足元に眠れば極楽住生で
きるという信仰によるもの。

　

内
八
葉
外
八
葉
と
称
さ
れ
る
山
々
に
囲
ま
れ

た
山
上
盆
地
、高
野
山
。人
々
が
容
易
に
近
づ
け

な
い
そ
の
地
は
、弘
法
大
師
・
空
海
が
８
１
６
年

に
開
い
た
真
言
密
教
の
聖
地
で
あ
る
。空
海
は
ま

ず
七
里
四
方
に
結
界
を
張
り
、壇
上
伽
藍
の
建
設

に
取
り
掛
か
る
。そ
こ
で
は
堂ど
う
う宇
の
配
置
な
ど
で

曼ま
ん
だ
ら

荼
羅
の
世
界
を
立
体
的
に
表
現
し
よ
う
と
し

た
。そ
れ
は
ま
さ
し
く
密
教
の
奥
義
そ
の
も
の
で

あ
り
、空
海
の
脳
内
世
界
の
具
現
化
で
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。

　

高
野
山
の
町
中
を
歩
く
と
僧
侶
と
出
会
い
、

読
経
の
声
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。樹
齢
数
百

年
の
大
杉
の
中
、奥
之
院
の
参
道
を
奥
ま
で
歩
き

進
め
る
と
、空
気
の
密
度
が
増
し
空
海
の
存
在
が

徐
々
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。〝
有
り
が
た

や
、高
野
の
山
の
岩
蔭
に
大
師
は
い
ま
だ
お
わ
し

ま
す
な
る
〟。８
３
５
年
に
入
定
し
た
空
海
は
、

今
も
世
の
中
の
平
和
と
人
々
の
幸
福
を
願
い
続

け
て
い
る
と
い
う
。そ
ん
な
大
師
信
仰
の
源
泉
の

一
つ
と
も
い
え
る
の
が
、１
２
０
０
年
以
上
続
い

て
き
た〝
生し
ょ
う
じ
ん
く

身
供
〟で
あ
る
。ど
ん
な
天
候
で
あ
っ

て
も
、毎
日
二
度
、空
海
に
運
ば
れ
る
食
事
で
あ

り
、そ
し
て
そ
れ
を
統
括
し
て
い
る
の
が
、維ゆ
い
な那

と
呼
ば
れ
る
奥
之
院
の
仕し
じ
そ
う

侍
僧
で
あ
る
。

　
「
午
前
３
時
に
は
起
床
し
、御
供
所
の
神
様
や

仏
様
に
お
供
え
を
行
い
、４
時
か
ら
食じ
き
と
う当

と
よ
ば

れ
る
当
番
が
精
進
料
理
を
作
り
ま
す
。そ
の
内
容

は
様
々
で
す
が
、口
外
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
」と

語
る
の
は
唯
那
の
仁に

が賀
大た
い
ぜ
ん善
さ
ん
。「
御
供
所
で

作
ら
れ
た
食
事
は
、６
時
と
10
時
半
に
燈
籠
堂
に

届
け
ま
す
。温
か
い
も
の
は
温
か
く
、冷
た
い
も
の

は
冷
た
い
ま
ま
。ま
た
寒
い
日
は
火
鉢
と
共
に
、

暑
い
日
は
う
ち
わ
も
お
供
え
い
た
し
ま
す
。食
材

は
全
国
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
で
、食
当
は
日
誌

を
つ
け
、メ
ニ
ュ
ー
が
重
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ

け
、野
菜
な
ど
の
命
を
活
か
し
、農
家
の
方
々
の

苦
労
も
無
駄
に
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら

作
り
ま
す
」。配
膳
し
て
い
る
間
は
料
理
の
湯
気

が
立
ち
、そ
う
し
た
瞬
間
に
お
大
師
さ
ま
の
存
在

を
確
か
に
感
じ
る
の
だ
と
い
う
。

樹
々
に
抱
か
れ
て
感
じ
る

空
海
の
不
変
な
る
想
い

➊ ➋ ➌ ➍


