
23 広報かわちながの 2021年（令和３年）10月号 市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶

対象に明記のないものは市内在住・在学・在勤者が対象▶
催しなどで費用の記載のないものは無料▶申し込みが必要
な催しなどの持ち物は主催者からの連絡などで確認を▶先
着順の申し込みで時間の記載のないものは午前９時から受
付▶申し込み・問い合わせなどで住所・電話番号の記載がな
いものは市役所へ（業務日・時間は月～金曜日午前９時～午
後５時30分、祝休日・年末年始を除く）
◉環境への配慮から、催しなどへの来場はできるだけ公
共交通機関のご利用を。
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令和２年度の日本遺産に
「女性とともに今に息づく女人高野」が認定されました。
今回の特集は、女人高野の寺院である
天野山金剛寺、慈尊院、室生寺、女人堂と周辺の見どころを、
現地を訪れた「歴女」たちとともに紹介します。
問い合わせ　文化財保護課

女
性
だ
け
で
な
く
ご
夫
婦
や

ご
家
族
で
も
巡
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば

女
性
と
と
も
に
今
に
息
づ
く
女に

ょ

人に
ん

高こ
う

野や

～
時
を
超
え
、
時
に
合
わ
せ
て
見
守
り
続
け
る
癒
し
の
聖
地
～

認
定
ス
ト
ー
リ
ー
　
　
　
　

女
人
高
野
日
本
遺
産
協
議
会
会
長
天
野
山
金
剛
寺

　
堀
智ち

真し
ん

座
主

歴女がゆく～女人高野特別編～特集

　
か
つ
て
高
野
山
は
女
性
の
入
山
が
禁
止
さ
れ
、
か
わ
り

に
女
性
を
受
け
入
れ
た
真
言
宗
の
お
寺
を
「
女
人
高
野
」

と
呼
び
ま
し
た
。「
女
人
高
野
」
は
女
性
の
願
い
や
祈
り
を

受
け
入
れ
、
癒
し
の
場
と
し
て
女
性
に
親
し
ま
れ
て
き
ま

し
た
が
、
今
も
多
宝
塔
の
ピ
ン
ク
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
は
じ

め
、
女
性
の
幸
せ
を
祈
願
す
る
お
寺
と
し
て
の
役
割
は
続

い
て
い
ま
す
。
最
近
は
コ
ロ
ナ
禍
で
大
変
な
状
況
で
す
が
、

終
息
後
は
桜
や
し
ゃ
く
な
げ
な
ど
、
季
節
ご
と
に
異
な
る

表
情
を
見
せ
る
「
女
人
高
野
」
の
お
寺
を
ぜ
ひ
ご
参
拝
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
女
性
だ
け
で
な
く
ご

夫
婦
や
ご
家
族
で
も
巡
っ
て
い
た
だ
き
、
人
々
の
安
寧
を

願
う
お
大
師
（
空
海
）
さ
ん
の
思
い
を
少
し
で
も
感
じ
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
高
野
山
は
、
近
代
ま
で
「
女に

ょ

人に
ん

結け
っ

界か
い

」
が
定
め
ら
れ
、
境

内
で
の
女
性
た
ち
の
参
拝
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
時

代
に
あ
っ
て
も
女
性
た
ち
の
、身
内
の
冥
福
を
祈
る
声
、明

日
の
安
ら
ぎ
を
願
う
声
を
聴
い
て
い
た
、「
女
人
高
野
」
と

呼
ば
れ
る
お
寺
が
あ
っ
た
。

　
優
美
な
曲
線
を
描
く
お
堂
の
屋
根
、
静
か
に
願
い
を
聴

い
て
い
る
柔
和
な
お
顔
の
仏
像
、
四
季
の
移
ろ
い
を
映
す

周
囲
の
樹
々
、
こ
れ
ら
が
調
和
し
た
空
間
を
『
名め

い

所し
ょ

図ず

会え

』

は
見
事
に
実
写
し
、
表
現
し
た
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
「
女

人
高
野
」
は
時
を
超
え
、
時
に
合
わ
せ
て
女
性
と
と
も
に

今
に
息
づ
き
、
訪
れ
る
女
性
た
ち
を
癒
し
続
け
て
い
る
。

祝
日本遺産認定

特別編

女性とともに今に息づく

女人高野

日本遺産は地域の歴史的魅
力や特色を通じて我が国の
文化・伝統を語るストーリ
ーを日本遺産として文化庁
が認定するものです。

天野山金剛寺（❶大日如来坐
像❷多宝塔）、室生寺（❸御朱
印❹五重塔❼十一面観音立
像）、慈尊院（❻乳房型の絵馬
❾境内）、高野山（❺壇上伽藍
❽女人道�女人結界跡）
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国宝三尊は5月と11月に特別公開されます
例年10月の乳がん啓発月間にピンク色にライト
アップされる多宝塔（今年は実施しない予定）

「大伽藍」の御朱印

小谷さん（左）・桑山さん：河内
長野市教育委員会文化財保護課

本尊「弥勒佛」の御朱印

ご住職の安
あん

念
ねん

さんにゴンのお話などをお聞きしました

歴女がゆく～女人高野特別編～特集

た
。
阿
観
は
彼
女
を
通
し
、
源
頼
朝

と
も
交
渉
し
て
い
ま
す
。

桑
山　
古
く
か
ら
女
性
と
の
関
わ
り

の
深
い
お
寺
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

小
谷　
重
要
な
の
は
、
八
条
院
に
仕

え
て
い
た
女
性
２
人
が
、
阿
観
の
死

後
相
次
い
で
金
剛
寺
の
ト
ッ
プ
に
立

っ
た
こ
と
で
す
。
当
時
と
し
て
も
珍

し
い
こ
と
で
、
八
条
院
の
影
響
力
と

と
も
に
「
女
人
高
野
」
に
ふ
さ
わ
し

い
お
寺
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

桑
山　
伽が

藍ら
ん

の
建
物
や
仏
様
も
す
ば

ら
し
い
で
す
ね
。

小
谷　
金
堂
や
多
宝
塔
、
食じ

き

堂ど
う

な
ど
、

境
内
の
建
物
の
多
く
が
重
要
文
化
財

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ご
本
尊

の
大
日
如
来
坐
像
、
不
動
明
王
坐
像
、

降ご
う

三ざ
ん

世ぜ

明み
ょ
う

王お
う

坐
像
は
国
宝
で
、
ほ
か

に
も
多
く
の
国
宝
・
重
要
文
化
財
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。

桑
山　
そ
う
い
え
ば
、
女
人
高
野
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
ど
う
な
ん
で

す
か
？

小
谷　
空
海
の
母
、
玉た

ま

依よ
り

御ご

前ぜ
ん

が
高

野
山
内
に
入
れ
な
い
た
め
、
こ
こ
に

滞
在
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
玉
依

御
前
が
弥み

勒ろ
く

菩ぼ

薩さ
つ

に
化
身
し
た
と
い

う
伝
説
か
ら
、
女
人
高
野
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
。「
九
度
山
」

の
地
名
も
、
空
海
が
月
に
九
度
、
慈

尊
院
の
母
に
会
い
に
行
っ
た
と
い
う

伝
説
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

桑
山　
空
海
っ
て
お
母
さ
ん
思
い
だ

っ
た
ん
で
す
ね
。
今
で
も
、
子
授
け

や
安
産
、
授
乳
な
ど
を
願
う
女
性
た

ち
の
信
仰
が
厚
い
で
す
。
乳
房
型
絵

馬
が
有
名
で
す
よ
ね
。

小
谷　
な
お
、
隣
接
す
る
丹に

生う

官か
ん

省し
ょ
う

符ぶ

神
社
は
、
明
治
時
代
以
前
は
慈
尊

院
と
一
体
の
存
在
で
し
た
。
い
ず
れ

も
世
界
文
化
遺
産
「
紀
伊
山
地
の
霊

場
と
参
詣
道
」
の
ひ
と
つ
で
す
。

小
谷　
天
野
山
金
剛
寺
は
、
奈
良
時

代
に
行ぎ

ょ
う

基き

が
建
立
し
た
と
い
わ
れ
、平

安
時
代
末
期
に
は
高
野
山
で
修
行
し

た
阿あ

観か
ん

が
中
心
と
な
っ
て
再
興
し
、

寺
の
勢
力
拡
大
を
図
り
ま
し
た
。
南

北
朝
時
代
に
は
、
南
朝
の
天
皇
が
行あ

ん

在ざ
い

所し
ょ（
仮
の
御
所
）と
す
る
な
ど
、有

力
寺
院
と
し
て
有
名
で
し
た
。

桑
山　
阿
観
っ
て
、
た
い
へ
ん
優
れ

た
僧
だ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

小
谷　
長
野
や
天
野
を
支
配
し
て
い

た
武
士
、
源
（
三み

善よ
し

）
貞さ

だ

弘ひ
ろ

と
協
力

し
、
お
寺
の
組
織
や
建
物
を
整
備
し

て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

桑
山　
ち
ょ
う
ど
源
平
の
合
戦
の
こ

ろ
で
す
ね
。
皇
族
の
女
性
と
も
深
い

関
わ
り
が
あ
っ
た
と
か
。

小
谷　
鳥
羽
天
皇
の
娘
で
、
後
白
河

天
皇
の
妹
に
あ
た
る
八
条
院
暲し

ょ
う

子し

が

阿
観
に
帰
依
し
て
お
り
、
金
剛
寺
に

対
し
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を
行
い
ま
し

小
谷　
高
野
山
の
ふ
も
と
に
あ
る
慈

尊
院
は
、
空
海
が
高
野
山
を
開
い
た

と
き
に
表
玄
関
と
し
て
伽
藍
を
整
備

し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

桑
山　
高
野
山
と
と
も
に
発
展
し
て

き
た
ん
で
す
ね
。

小
谷　
そ
の
後
は
、
高
野
山
一い

っ

山さ
ん

の

庶
務
を
司
る
政ま

ん

所ど
こ
ろ

、
高
野
山
へ
上
る

前
の
宿し

ゅ
く

所し
ょ

、
冬
に
は
避
寒
修
行
の
場

と
も
さ
れ
ま
し
た
。

桑
山　
平
安
時
代
や
鎌
倉
時
代
に
高

野
山
に
お
参
り
し
た
皇
族
や
貴
族
た

ち
も
、「
政
所
」
慈
尊
院
を
経
て
高
野

山
に
参
詣
し
て
い
ま
す
ね
。

小
谷　
町ち

ょ
う

石い
し

道み
ち

も
す
ぐ
近
く
に
あ
り

ま
す
か
ら
ね
。
高
野
山
へ
上
る
メ
イ

ン
ル
ー
ト
の
ひ
と
つ
で
す
。

皇
族
女
性
と

関
わ
り
の
深
い
寺

空
海
の
母
が
暮
ら
し
た

高
野
山
へ
の
玄
関
口

江戸時代の旅行ガイド『名所図会』の金剛寺

安産や女性の病気治癒を願って奉
納された乳房型絵馬

高野山案内犬ゴン
昭和末ごろ、慈尊院にゴンと呼ばれる白
い雄犬が住みつき、毎日慈尊院から高野
山大門まで参詣者を案内していました。
ゴンは2002年に亡くなりますが、その
死を惜しみ、境内に碑が建てられました。

金堂（上）、正
しょうみ　え　く

御影供（下）、楼門としだれ桜（右）

九度山・真田ミュージアム
平成 28 年（2016）に開館。九
度山で配

は い

流
る

生活を送った真田昌
幸・信繁（幸村）・大助の生涯や
暮らしぶりなどを、映像も駆使
した展示で紹介しています。

立ち寄り
スポット

ナビゲーターは
この2人

秘仏、木造弥勒菩薩坐像
慈尊院の本尊。平安時代初期の代
表的な仏像で、昭和 38 年（1963）に
国宝に指定されています。空海の母
が弥勒菩薩に化身したという信仰が
あり、弥勒の別名「慈尊」から「慈尊
院」と呼ばれるよ
うになったと伝
わります。弥勒
堂に安置されてい
ますが、秘仏のた
め 21 年に 1 度の
み開扉されます。

女人高野トリビア❷

金剛寺最古の建造物、多宝塔
多宝塔は、阿観や八条院と同時代の
平安時代末期に建立されました。昭
和 14 年（1939）の修理の際、地下
に白磁の小壷などが見つかり、小壷
の中には火葬された骨が納められて
いました。白磁は中国からの輸入品
で、 大 変 貴 重 で
あったことから、
金剛寺と関係の深
い八条院の遺骨で
はないかともいわ
れています。

女人高野トリビア❶
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「日本最小」の五重塔の高さは約16m

本尊「如意輪観世音」の
御朱印

寳
ほ う

物
も つ

殿
で ん

には、国宝の十一面観音菩薩立像や釈迦如来
坐像などが展示

歴女がゆく～女人高野特別編～特集

り
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
同
じ

真
言
宗
の
室
生
寺
は
女
性
も
お
参
り

で
き
た
た
め
、
江
戸
時
代
か
ら
「
女

人
高
野
」
と
言
わ
れ
て
い
た
そ
う
で

す
。
先
ほ
ど
の
桂
昌
院
の
関
わ
り
も

あ
り
、
多
く
の
女
性
の
参
詣
者
を
集

め
た
よ
う
で
す
。

桑
山　
奈
良
県
内
で
も
山
奥
に
あ
り

ま
す
が
、
国
宝
や
重
要
文
化
財
も
多

い
で
す
よ
ね
。特
に
国
宝
の
五
重
塔
は

日
本
最
小
の
五
重
塔
と
し
て
有
名
で
、

ほ
ん
と
に
き
れ
い
！
室
生
寺
と
い
え
ば

ま
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
シ
ン
ボ
ル
で

す
よ
ね
。

小
谷　
平
安
時
代
初
期
に
建
て
ら
れ
、

法
隆
寺
の
五
重
塔
に
つ
い
で
日
本
で

二
番
目
に
古
い
と
聞
き
ま
す
。こ
こ
か

ら
奥
の
院
に
も
行
き
ま
し
た
が
、
御み

影え

堂ど
う

か
ら
の
眺
め
は
最
高
で
す
。

桑
山　
ご
本
尊
の
如
意
輪
観
音
さ
ま

は
、
河
内
長
野
市
の
観
心
寺
や
西
宮

市
の
神か

ん

呪の
う

寺じ

と
と
も
に
日
本
三
大
如

意
輪
観
音
の
ひ
と
つ
と
も
い
わ
れ
て

い
ま
す
よ
。

小
谷　
室
生
寺
は
、
奈
良
時
代
の
終

わ
り
ご
ろ
、
光こ

う

仁に
ん

天
皇
の
皇
太
子
・

山や
ま

部の
べ
の

親し
ん

王の
う

（
の
ち
の
桓か

ん

武む

天
皇
）
の

病
気
が
治
る
よ
う
祈
祷
し
た
興
福
寺

の
僧
・
賢け

ん

璟け
い

が
創
建
し
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

桑
山　
奈
良
時
代
！
約
一
二
五
〇
年

前
・
・
そ
ん
な
に
古
い
ん
で
す
ね
。

小
谷　
そ
の
後
は
一
時
衰
え
た
よ
う

で
す
が
、
江
戸
時
代
の
元
禄
年
間
に

五
代
将
軍
・
徳
川
綱
吉
の
生
母
、
桂け

い

昌し
ょ
う

院い
ん

の
寄
進
に
よ
り
堂
塔
が
修
理
さ

れ
ま
し
た
。

桑
山　
綱
吉
や
桂
昌
院
と
い
え
ば
、

大
河
ド
ラ
マ
に
も
よ
く
出
て
き
ま
す

よ
ね
。
生
類
憐
み
の
令
と
か
、
水
戸

光み
つ

圀く
に

や
忠
臣
蔵
の
時
代
で
す
ね
。

小
谷　
高
野
山
は
当
時
女
性
の
お
参金堂に安置される中尊釈迦如来立像

不動坂口へ続く女人道
空海を祀る御影堂がある奥
の院へは約700段の階段が

宇陀松山の古いまちなみ
大阪・奈良・伊勢をつなぐ交通
の要衝で、近世には宇陀松山城
の城下町として栄えました。江
戸時代の町家建築が多く残され
ています。

山中にひっそりと建つ不動坂口女人堂

本尊「大日如来」の御朱
印

い
る
わ
け
で
す
。ま
た
、
七
つ
の
お
堂

は
ひ
と
つ
の
道
で
つ
な
が
っ
て
い
て
、

「
女
人
道
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

小
澤　
そ
う
な
ん
で
す
ね
。「
女
人

道
」は
初
め
て
歩
き
ま
し
た
が
、
木

の
根
や
石
だ
ら
け
の
険
し
い
山
道
で

び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

小
谷　
女
人
結
界
が
解
か
れ
た
の
は

明
治
時
代
後
半
で
す
が
、そ
れ
ま
で
高

野
山
を
目
指
し
た
女
性
た
ち
は
、こ
の

険
し
い
道
を
歩
き
、
女
人
堂
で
参さ

ん

籠ろ
う

し
、
祈
り
を
捧
げ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

桑
山　
女
人
堂
で
手
を
合
わ
せ
る
こ

と
が
女
性
た
ち
に
で
き
た
最
大
限
の

祈
り
の
形
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

桑
山　
九
度
山
か
ら
町
石
道
を
通
り
、

い
よ
い
よ
高
野
山
に
来
ま
し
た
。
今

回
は
小
澤
さ
ん
も
一
緒
で
す
よ
。

小
澤
　
高
野
山
は
久
し
ぶ
り
で
楽
し

み
に
し
て
い
ま
し
た
。

小
谷　
高
野
山
は
も
と
も
と
僧
侶
の

修
行
の
場
で
あ
り
、
女
性
の
参
拝
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、こ
の
女
人
堂

ま
で
は
お
参
り
が
で
き
ま
し
た
。

桑
山　
女
人
堂
か
ら
、
奥
之
院
の
御ご

廟び
ょ
う

や
壇だ

ん

上じ
ょ
う

伽が

藍ら
ん

を
拝
ん
だ
ん
で
す
ね
。

は
る
ば
る
歩
い
て
き
た
女
性
た
ち
の
こ

と
を
思
う
と
泣
き
そ
う
で
す
。

小
谷　
今
は
ひ
と
つ
し
か
あ
り
ま
せ

ん
が
、
か
つ
て
は
複
数
の
女
人
堂
が

高
野
山
の
入
口
に
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。

小
澤　
そ
う
な
ん
で
す
か
！

小
谷　
高
野
山
内
へ
の
入
口
は
七
つ

あ
り
「
高
野
七
口
」
と
呼
ば
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
に
お
堂
が
置
か
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
な
か
で
最
も
大
き
か
っ
た

不
動
坂
口
の
女
人
堂
が
、唯
一
残
っ
て

お竹地蔵尊
横山竹という女性が、安政
江戸地震（1855年）で亡く
なった人々や父母の菩提の
ために奉公したお金で女人
堂の前に建立したものです。

高野山金剛峯寺の中村さん
にお話をお聞きしました

壇上伽藍・金剛峯寺・高野山霊宝館
壇上伽藍は根本大塔・金堂などがある高野山の
中心聖地。金剛峯寺は高野山真言宗の総本山。
霊宝館では高野山に伝わる数々の文化財を展示。

女
性
た
ち
が
祈
り
を

捧
げ
た
七
つ
の
お
堂

徳
川
将
軍
家

ゆ
か
り
の
名め

い

刹さ

つ

高野山霊宝館

根本大塔

金剛峯寺 蟠龍庭

立ち寄り
スポット

立ち寄り
スポット

文化財保護の先駆け、桂昌院
桂昌院は、三代将軍・家光の側室と
なり、子の綱吉が五代将軍になると、
政治にも大きく関わります。仏教を
篤く信仰する桂昌院の影響から幕府
は、諸寺の修理・復興に多額の寄付
を行いました。
そのことによ
り国宝や重要
文化財の建物
などが現在に
も伝わってい
ます。

女人高野トリビア❸

女人禁制だけじゃない禁忌
高野山では笛や太鼓の演奏、梨や竹
など金に換えられる木を植えるこ
と、蹴鞠や囲碁なども禁忌でした。
また、高野明神の使いの犬は良いが
その他の禽

き ん

獣
じゅう

を飼ってはいけないと
いうもの、空海が大蛇を竹

た け

箒
ぼうき

で封じ
込めたことから二度と現れないよう
竹箒は使用を
禁ずるという
ものなど厳格
に守られてき
ました。

女人高野トリビア❹

女人結界跡 桂昌院の墓

和歌山

女人高野

４・２
メ
ー
ト
ル
の

大
き
な
お
地
蔵
さ
ま
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歴女がゆく～女人高野特別編～特集

お知らせやイベントなど

女人高野のお寺へのアクセス

今回の歴女
小澤さん（左）・桑山さん

「一
い っ さ ん け い だ い ち

山境内地」と称される高
野山の聖域にふれるひとと
き。どこを見てもお寺が
あるという景色と、町全
体に流れる厳かな雰囲気
に圧倒されました（小澤）
今回の取材で、近代まで
高野山への入山が叶わな
かった女性たちの足跡を
辿ることができました。コ
ロナ禍が明けたのち、当
時の女性たちに想いを馳
せながら訪れてみてはい
かがでしょうか ( 桑山 )

●みなみかわち観光デジタルスタン
プラリー
女人高野の構成文化財の一部である
天野街道をコースに含む全４コース
のスタンプラリーです。スマートフォ
ンなどを用いてスタンプを集めると、
南河内の特産品が抽選で当たります。
とき　10 月１日㈮～ 12 月 28 日㈫
申込　専用アプリ SpotTour をダ
ウンロード後、期間中公開される各
コースに参加▷詳細は市ホームペー
ジをご覧ください
問 華やいで大阪・南河内
観光キャンペーン協議会
事務局（産業観光課内）

●女人道ハイキング
対象　女性(男女グループ可 )
とき　10月23日㈯午前９時30分～
午後３時（小雨決行・荒天時翌日に順延）
集合　南海高野線極楽橋駅に午前９
時30分（午前９時から受付）
コース　極楽橋駅→不動坂口女人堂
→大滝口女人堂跡→大峰口女人堂跡
→中の橋駐車場 ( 解散 )
定員　60 人（ 先着順▷15人×４班

▷各班に語り部が同行）
申込　10 月１日からメール（kankou@
town.koya.wakayama.jp▷参加者全
員の氏名・年齢・住所・携帯電話番号
を記入）で下記へ
問 高 野 町 観 光 振 興 課（☎ 0736-
56-2780）

●天野山金剛寺 秋季 国宝特別公開
とき　国宝三尊像＝11 月 1 日㈪～
5 日㈮、日月四季山水図屏風＝11 月
3 日㈷～ 5 日㈮▷午前 9 時～午後 4
時30分
拝観料　各1000 円　
問天野山金剛寺（☎ 52-2046）

●室生寺夜間特別拝観と
ライトアップ
五重塔などの建造物や紅葉
をライトアップします。
とき　11月20日㈯～23日
㈷午後５時～７時（入山は午
後６時 30 分まで）
拝観料　600 円
問室生寺（☎ 0745-93-
2003）

スタンプ帳で巡る女人高野
11月から女人高野の
お寺でスタンプ帳を
配布予定です。スタ
ンプ帳を持って、女
人高野のお寺 4 か所
を巡ってみませんか。

兵庫県 大阪府

三重県

奈良県

和歌山県

京都府

大阪難波駅
なんば駅

新大阪駅

天野山
金剛寺

万年山
慈尊院

高野山
女人堂

宀一山
室生寺

河内長野市

宇陀市

九度山町

高野町

河内長野駅

関西
国際空港

九度山駅

高野山駅

室生口
大野駅

橋
本
駅

桜
井
駅

●天野山金剛寺
河内長野市天野町996（☎0721-52-2046）
　南海高野線・近鉄長野線「河内長野」駅下車、
南海バス「天野山」停留所下車、 徒歩すぐ
●万年山慈尊院
伊都郡九度山町慈尊院 832（☎ 0736-
54-2214）
　南海高野線「九度山」駅下車、徒歩 20 分
　橋本 IC から国道 370 号を15 分
●宀一山室生寺
宇陀市室生 78（☎ 0745-93-2003）
　近鉄大阪線「室生口大野」駅下車、奈良
交通バス「室生寺前」 停留所下車、徒歩 5 分
　天理 IC から国道 25 号を 40 分
●高野山女人堂
伊都郡高野町高野山 709 （☎ 0736-56-
3508）
　南海高野線（高野山ケーブル）「高野山」 
駅下車、南海りんかんバス「女人堂」 停留
所下車、徒歩すぐ
　紀北かつらぎ ICから国道24 号・480
号を65分

天野山金剛寺AMANOSAN KONGOJI

大阪

女人高野


