
第
４
回

　

和
歌
山
県
に
あ
る
高
野
山
（
金こ

ん

剛ご
う

峯ぶ

寺じ

）
は
、

弘こ
う

仁に
ん

七
年
（
八
一
六
）、
空く

う

海か
い

（
弘こ

う

法ぼ
う

大だ
い

師し

）
が

嵯さ

峨が

天て
ん

皇の
う

の
許ゆ

る

し
を
い
た
だ
い
て
真し

ん

言ご
ん

宗し
ゅ
う

の
教
え

を
修し

ゅ

行ぎ
ょ
う

す
る
道
場
と
し
て
建た

て
た
も
の
な
ん
だ
よ
。

　

千
メ
ー
ト
ル
の
山
々
に
囲か

こ

ま
れ
た
高
野
山
は
、

東
西
約や

く

六
キ
ロ
、
南
北
約
三
キ
ロ
の
盆ぼ

ん

地ち

（
周ま

わ

り

を
山
に
囲
ま
れ
た
平た

い

ら
な
土
地
）
で
、
ち
ょ
う
ど

「
蓮は

す

の
花
」
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
ん
だ
。

　

平へ
い

成せ
い

十
六
年
（
二
〇
〇
四
）
七
月
、「
紀き

伊い

山

地
の
霊れ

い

場じ
ょ
う

と
参さ

ん

詣け
い

道ど
う

」
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
の
世せ

か

界い

文ぶ
ん

化か

遺い

産さ
ん

に
登と

う

録ろ
く

さ
れ
、
今
で
は
観か

ん

光こ
う

地ち

と
し
て

世せ

界か
い

中じ
ゅ
う

の
人
々
が
訪お

と
ず

れ
て
い
る
ね
。

　

お
祖
師
さ
ま
は
、
当
時
、
真
言
宗
の
中
心
地
と

な
っ
て
い
た
こ
の
高
野
山
を
、
宝
治
二
年
（
一
二

四
八
）
遊
学
の
地
に
選え

ら

ば
れ
た
ん
だ
。

　

お
祖
師
さ
ま
は
、
高
野
山
の
一い

っ

心し
ん

院い
ん

谷た
に

と
い
う

所と
こ
ろ

に
あ
る
「
五ご

坊ぼ
う

寂じ
ゃ
く

静じ
ょ
う

院い
ん

」
と
い
う
坊ぼ

う

（
小
さ

い
お
寺
・
僧そ

う

の
住じ

ゅ
う

居き
ょ

）
で
勉
強
さ
れ
た
ん
だ
よ
。 

こ
こ
で
は
、
空
海
が
、
中
国
か
ら
学
ん
で
き
た 

「
真
言
宗
」
の
教
え
を
、
約
一
年
か
け
て
勉
強
さ

れ
た
ん
だ
ね
。

　

一
年
と
い
う
期き

間か
ん

は
、
決け

っ

し
て
十
分
な
時
間
で

は
な
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、
お
祖
師
さ
ま
は
、
寝し

ん

食し
ょ
く

（
寝ね

る
こ
と
と
食
べ
る
こ
と
）
も
忘わ

す

れ
て
沢た

く

山さ
ん

の
書し

ょ

物も
つ

に
目
を
通
さ
れ
た
ん
だ
よ
。

　

お
祖
師
さ
ま
は
、
高
野
山
で
の
勉
強
を
終お

え
ら

れ
た
後
、
大
阪
の
「
四
天
王
寺
」
に
向
か
わ
れ
た

ん
だ
。
こ
の
四
天
王
寺
と
い
う
お
寺
は
、
聖し

ょ
う

徳と
く

太た
い

子し

が
建
て
た
お
寺
で
日
本
最さ

い

古こ

の
お
寺
な
ん
だ
よ
。

ま
た
、
こ
の
お
寺
は
「
八は

っ

宗し
ゅ
う

兼け
ん

学が
く

（
仏ほ

と
け

様さ
ま

の

い
ろ
ん
な
教
え
を
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
る
）」

の
道
場
と
し
て
有ゆ

う

名め
い

で
、
お
祖
師
さ
ま
も
こ
こ
で
、

い
ろ
ん
な
仏ぶ

っ

教き
ょ
う

の
書
物
や
聖
徳
太
子
の
書
か
れ
た

本
を
読
ま
れ
た
ん
だ
ね
。

　

次つ
ぎ

に
、
お
祖
師
さ
ま
は
、
大
阪
府
南
河
内
郡
太た

い

子し

町ち
ょ
う

に
あ
る
「
叡
福
寺
」
に
行
く
ん
だ
。
こ
の
叡

福
寺
は
、
聖
徳
太
子
の
お
墓は

か

が
あ
る
お
寺
な
ん
だ

よ
。
聖
徳
太
子
は
、
日
本
に
最さ

い

初し
ょ

に
仏
教
を
弘ひ

ろ

め

た
人
で
も
あ
る
か
ら
、
多
く
の
僧そ

う

侶り
ょ

（
最さ

い

澄ち
ょ
う

、
空

海
、
法ほ

う

然ね
ん

、
親し

ん

鸞ら
ん

な
ど
）
た
ち
が
、
こ
こ
に
お
参ま

い

り
し
た
ん
だ
ね
。

　

お
祖
師
さ
ま
も
、
聖
徳
太
子
の
お
墓
に
お
参
り

し
、
七
日
間
お
堂ど

う

に
こ
も
っ
て
修
行
さ
れ
た
ん
だ

よ
。
す
る
と
七
日
目
の
夜
、
聖
徳
太
子
が
姿す

が
た

を
顕あ

ら

わ
し
、
お
祖
師
さ
ま
に
、
優や

さ

し
く
微ほ

ほ

笑え

ま
れ
た
と

伝つ
た

え
ら
れ
て
い
る
ん
だ
。

　

お
祖
師
さ
ま
の
熱ね

っ

心し
ん

な
修
行
の
姿
に
、
き
っ
と

聖
徳
太
子
も
感か

ん

心し
ん

さ
れ
て
、
笑え

顔が
お

で
応お

う

援え
ん

し
て
下

さ
っ
た
ん
だ
ね
。

大
阪
地
方
に
も
ご
遊
学

高
野
山
へ

こ
う

や

さ
ん

聖徳太子のお墓の前にこもって修行した七日目の夜、
お祖師さまの前に聖徳太子が顕われニコニコ微笑まれた

　叡福寺の境内にある聖徳太子の御廟（お墓）
　平成16年７月に「紀伊山地の霊場と参詣道」としてユネスコの
世界文化遺産に登録された高野山

高野山の五坊寂静院山門前に御題目の碑が建っている
　

南な
ん

都と

（
奈な

良ら

県け
ん

）
の
お
寺
を
巡め

ぐ

っ
て
遊ゆ

う

学が
く

（
よ
そ
の

土
地
に
行
っ
て
勉べ

ん

強き
ょ
う

す
る
こ
と
）
さ
れ
た
お
祖そ

師し

さ
ま

は
、
い
よ
い
よ
紀き

州し
ゅ
う（
和わ

歌か

山や
ま

県け
ん

）
の
高こ

う

野や

山さ
ん

を
目め

指ざ

す
ん
だ
よ
。
高
野
山
に
向む

か
わ
れ
た
の
は
宝ほ

う

治じ

二
年 

（
一
二
四
八
）、
二
十
七
歳さ

い

の
時
な
ん
だ
。
今
回
は
、
高

野
山
と
大お

お

阪さ
か

の
四し

天て
ん

王の
う

寺じ

、
そ
し
て
大
阪
府
南み

な
み

河か
わ

内ち

郡ぐ
ん

の
叡え

い

福ふ
く

寺じ

へ
の
遊
学
の
お
話
を
す
る
ね
。　
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