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修
験
の
始
ま
り

修
験
道
の
開
祖
と
い
わ
れ
る
役
行
者
は
、

７
世
紀
、
現
在
の
奈
良
県
御
所
市
で
生
ま

れ
、
最
初
に
修
行
を
積
ん
だ
の
が
「
葛
城

山
」
で
す
。

そ
の
後
、
多
く
の
修
験
者
た
ち
が
役
行

者
に
続
き
、
超
自
然
的
な
霊
力
「
験げ

ん

力り
き

」

を
得
る
た
め
に
、
葛
城
山
で
厳
し
い
修
行

を
重
ね
ま
し
た
。

葛
城
山
に
は
、
役
行
者
に
ま
つ
わ
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
残
る
寺
院
や
仏
像
な
ど
が
数

多
く
存
在
し
ま
す
。
役
行
者
は
、
こ
の
地

に
法ほ

華け

経き
ょ
う

28
品ほ

ん

を
１
品
ず
つ
埋
納
し
た
と

も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
法
華
経
が
納
め
ら
れ
た
１
番
〜
28

番
の
経き

ょ
う

塚づ
か

、
お
よ
び
滝
や
巨
石
、
寺
社
や

祠
な
ど
を
巡
っ
て
行
う
修
行
や
行
場
の
こ

と
を
総
称
し
て
「
葛か

つ
ら

城ぎ

修し
ゅ

験げ
ん

」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。

道
の
再
生
・
保
存

「
高
野
七
口
再
生
保
存
会
」
は
、

平
成
25
年
６
月
29
日
に
設
立
し
、

会
員
の
ほ
と
ん
ど
は
橋
本
市
に
在

住
し
て
い
ま
す
。

高
野
七
口
再
生
保
存
会
で
は
、

高
野
山
へ
の
参
詣
道
（
以
下
「
高

野
七
口
」
と
い
う
）
の
調
査
や
研

究
を
行
う
と
と
も
に
、
草
刈
り
や

倒
木
処
理
を
行
う
な
ど
、
道
を
保

存
、
再
生
す
る
活
動
を
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
ウ
ォ
ー
ク
イ
ベ
ン
ト

や
高
野
七
口
学
講
座
を
開
催
し
た

り
、
マ
ッ
プ
を
作
っ
た
り
し
て
道

を
Ｐ
Ｒ
す
る
活
動
も
行
な
っ
て
い

ま
す
。

高
野
山
か
ら
周
辺
地
域
へ
放
射

線
状
に
伸
び
る
高
野
七
口
す
べ
て

を
再
生
さ
せ
、
誰
も
が
歩
行
で
き

る
参
詣
道
の
復
活
に
寄
与
す
る
と

と
も
に
、
沿
道
の
自
然
、
文
化
、

伝
統
を
地
域
の
財
産
と
し
て
保
存
、

活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
高
野
七
口

を
後
世
に
良
好
な
形
で
伝
え
遺
し

て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

経
塚
と
行
場

葛
城
修
験
の
経
塚
は
、
和
歌
山
市
加
太

沖
に
浮
か
ぶ
友と

も

ヶが

島し
ま

（
序じ

ょ

品ぼ
ん

）
か
ら
始
ま

り
、
奈
良
県
の
亀か

め

の
尾お

宿し
ゅ
く

（
普ふ

賢げ
ん

菩ぼ

薩さ
つ

勧か
ん

発ぼ
つ

品ほ
ん

）
に
至
る
ま
で
28
宿
が
存
在
し
、
行

場
は
１
０
０
を
超
え
ま
す
。
橋
本
市
内
に

も
14
番
経
塚
が
存
在
し
ま
す
。

地
域
の
人
々
と
の
つ
な
が
り

一
般
的
に
修
験
道
の
修
行
は
、
深
い
山

の
中
で
行
う
も
の
で
す
が
、
葛
城
修
験
の

地
に
連
な
る
山
々
は
さ
ほ
ど
高
く
な
い
こ

と
か
ら
、
他
の
修
験
の
地
に
比
べ
て
集
落

と
の
関
わ
り
が
強
く
、
修
験
者
た
ち
は
地

域
の
信
仰
に
も
深
く
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

修
験
道
は
、
明
治
時
代
初
期
の
廃は

い

仏ぶ
つ

毀き

釈し
ゃ
く

や
修し

ゅ

験げ
ん

宗し
ゅ
う

廃は
い

止し

令れ
い

に
よ
り
衰
退
し
、
信

仰
の
対
象
で
あ
っ
た
経
塚
や
修
験
者
た
ち

が
修
行
を
行
な
っ
た
行
場
は
荒
れ
果
て
、

そ
こ
に
至
る
道
も
廃
れ
よ
う
と
し
て
い
ま

し
た
。

し
か
し
、
戦
後
、
葛
城
修
験
を
再
興
し

よ
う
と
す
る
動
き
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
修

験
者
た
ち
と
地
域
の
人
々
と
の
協
力
に
よ

り
、
山
々
に
分
け
入
り
、
行
場
へ
と
続
く

道
を
探
し
、
荒
れ
果
て
た
経
塚
を
見
つ
け

出
し
て
元
の
場
所
に
戻
し
、
再
び
修
験
道

の
厳
し
い
修
行
を
始
め
た
の
で
す
。
そ
し

て
、
現
在
も
修
験
者
た
ち
に
よ
る
修
行
が

各
地
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

活
性
化
の
「
道
」
に

　

葛
城
修
験
の
道
が
「
日
本

遺
産
」
「
歴
史
の
道

百
選
」
に
認
定
さ

れ
、
今
後
は
、
関

係
市
町
村
、
そ
し

て
他
の
団
体
と
も
協

力
し
な
が
ら
、
今
後
の
活
用

方
法
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
行

な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
葛
城
修
験
の
道
の
整

備
や
ト
イ
レ
の
設
置
、
そ
し
て

誰
も
が
歩
け
る
マ
ッ
プ
や
標
識

の
作
成
が
で
き
れ
ば
と
も
思
っ

て
い
ま
す
。

　

今
回
、
「
葛
城
修
験
」
が

日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
こ

と
を
機
に
、
橋
本
市
内
を
通

る
世
界
遺
産
「
黒く

ろ

河こ

道み
ち

」

「
京き

ょ
う

大お
お

坂さ
か

道み
ち

・
不ふ

動ど
う

坂ざ
か

」

と
交
差
す
る
場
所
と
し

て
、
橋
本
市
の
活
性
化

に
つ
な
が
る
「
道
」

に
な
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
ま
す
。

葛
城
修
験
の
道
を
歩
く

修
験
道
は
高
野
山
周
辺
の
古
道

と
も
関
わ
り
が
深
く
、
平
成
30
年

９
月
、
奈
良
県
の
28
番
経
塚
か
ら

調
査
を
実
施
し
、
和
歌
山
市
の
加

太
（
友
ヶ
島
）
を
目
指
し
て
い
ま

す
。高

野
七
口
再
生
保
存
会
で
は
、

中な
か

野の

榮え
い

治じ

先
生
が
書
か
れ
た
「
葛

城
の
峰
と
修
験
の
道
」
を
頼
り
に
、

実
際
に
修
験
者
た
ち
が
歩
い
た
足

跡
や
地
図
を
参
考
に
し
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ

を
使
い
、
約
10
人
で
何
度
も
道
に

迷
い
な
が
ら
も
、
倒
木
処
理
や
調

査
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
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葛
城
修
験
の
歴
史

葛
城
修
験
を
後
世
に
伝
え
遺
し
た
い

▶
高
野
七
口
再
生
保
存
会
の
皆
さ
ん

　

（
14
番
経
塚
前
に
て
）

▶
明み

ょ
う
お
う
じ

王
寺
（
杉
尾
）
で
保
管
さ
れ
て
い
る

　

役
行
者
が
描
か
れ
た
掛
け
軸

日本遺産構成文化財に登録された
経塚の位置図

葛城修験14番経塚で、法華経の経典「安
あ ん

楽
ら く

行
ぎょう

品
ぼ ん

」が埋納されていると伝わっていま
す。昔、楠

くすの

木
き

正
ま さ

成
し げ

公がこの地に鏡を埋めた
とされることから、鏡

かがみ

宿
のしゅく

といわれています。
※なお、14番経塚の位置は大阪府河内長野
市にある光

こ う

滝
た き

寺
じ

という説もあります。

南
みなみ

葛
かつら

城
ぎ

山
さ ん

鏡
かがみの

宿
しゅく

（高野口町九重）

高
野
七
口
再
生
保
存
会

会
長　

池い
け

田だ 

和か
ず

夫お

さ
ん
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