
一町石二町石

世
界
遺
産
と
し
て
高
野
山
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
正
式
に
は
「
紀
伊

山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
」
と
い
う
名
称

で
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。「
高
野
山
町
石

道
」
は
熊
野
古
道
小こ

へ

じ
辺
路
と
共
に
参
詣

道
と
し
て
の
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い

ま
す
。
因
み
に
か
つ
て
高
野
山
へ
の
登

り
道
は
七
つ
有
り
「
高
野
七
口
」
と
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
。

中
で
も
弘
法
大
師（
空
海
）が
開
か
れ

た
表
参
道（
町
石
道
）は
参
拝
者
に
よ
く

利
用
さ
れ
、
道み

ち
し
る
べ標

と
し
て
町ち

ょ
う
い
し石

が
建

立
さ
れ
て
い
ま
す
。
開
創
当
時
は
、
あ

る
か
な
き
か
の
小
道
で
、
人
々
が
踏
み

迷
わ
な
い
よ
う
に
と
、
お
大
師
さ
ま
が

道
標
と
し
て
木
製
の
卒そ

と

ば
塔
婆
を
一
町ち

ょ
う

（
一
〇
九
メ
ー
ト
ル
）ご
と
に
建
て
ら
れ

た
の
が
、
そ
の
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

長
い
年
月
の
間
に
木
製
の
卒
塔
婆

（
道
標
）
は
朽
ち
て
き
た
の
で
、鎌
倉
時

代
に
入
り
、
一
二
六
五
年
か
ら
二
十
一

年
を
か
け
て
石
造
り
五
輪
塔
形
の
高
野

山
町
石
卒
塔
婆
に
改
め
ま
し
た
。
基
点

は
山
上
の
根こ

ん
ぽ
ん
だ
い
と
う

本
大
塔
で
慈じ

そ
ん
い
ん

尊
院
側
（
最

初
の
一
町
）
に
百
八
十
基
、
奥
之
院
側

に
三
十
六
基（
最
後
の
一
町
は
御ご

び
ょ
う廟

）の

町
石
を
設
け
ま
し
た
。
そ
の
数
は
密
教

の
胎た

い
ぞ
う
か
い

蔵
界
百
八
十
尊
と
金
剛
界
三
十
七

尊
に
由
来
し
、
現
在
も
そ
の
多
く
が
当

時
の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
。

町
石
に
は
梵
字
と
町
数
、
寄
進
者
の

願
文
が
刻
ま
れ
、
そ
れ
自
体
が
信
仰
の

対
象
と
な
り
ま
し
た
。

歴
代
の
天
皇
や
上
皇
を
初
め
公
家
や

貴
人
ま
で
も
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
た
ち

と
同
じ
よ
う
に
徒
歩
で
町
石
に
拝
礼
さ

れ
な
が
ら
聖
地
に
向
か
わ
れ
た
、
と
史

書
や
図
絵
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

全
長
お
よ
そ
24
粁

キ
ロ
メ
ー
ト
ルの

町
石
道
に
は
、

開
祖
空
海
を
導
い
た
二
柱
の
明
神
さ
ま

を
初
め
と
す
る
神
々
へ
の
感
謝
と
仏
法

守
護
の
祈
り
を
込
め
た
御み

や
し
ろ社

が
創
建
さ

れ
、祖
師
は
仏
法
だ
け
で
は
な
く
、日
本

古
来
の
神
々
も
大
切
に
さ
れ
た
神
仏
融

合
の
精
神
が
随
所
に
表
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
千
年
以
上
に
亘わ

た
る
神
と

仏
が
調
和
し
た
祈
り
の
姿
が
日
本
人
の

信
仰
の
源
泉
で
あ
る
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ

に
評
価
さ
れ
、
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ

ま
し
た
。

高
野
山
町ち

ょ
う
い
し
み
ち

石
道
は
神
仏
融
合
の
遺
産

持
明
院
「
は
す
の
会
」
事
務
局
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あ
あ
！
尊
い
密
檀
（
高
野
山
）
よ
！

朝
な
夕
な
に
瑜ゆ

が
ぎ
ょ
う

伽
行
修
行
の
声
が
聞

こ
え
、
素
晴
ら
し
い
供
え
物
は
一
日

も
欠
か
せ
る
こ
と
が
な
く
、
と
く
に
春

秋
の
彼
岸
の
供
え
物
や
盂
蘭
盆
の
祭
り

は
、尚
さ
ら
で
あ
る
。
永
い
年
月
の
後
、

梅マ
ト
レ
イ
ヤ

咤
麗
耶
（
弥
勒
菩
薩
）
が
天
上
界
よ

り
下
っ
て
衆
生
を
救
済
し
、
竜り

ゅ
う
か
じ
ゅ

華
樹
の

下
の
説
【
注
２
】法

会
に
導
き
、
悟
ら
せ
る
こ
と

を
切
に
待
ち
続
け
る
。
こ
れ
が
大
師
の

最
後
の
願
い
で
あ
り
、
こ
れ
を
疑
う
者

が
い
よ
う
か
。

【
注
１
】

そ
の
種
類
や
形
態
に
よ
っ
て
五
部
（
仏

部
・
金
剛
部
・
宝
部
・
蓮
華
部
・
羯か

つ
ま磨

部
）

の
曼
荼
羅
が
掛
け
ら
れ
る
。

仏
の
一
般
的
な
も
の
か
ら
種
子
や
持
物
・

印
相
や
立
体
的
な
仏
像
で
表
し
た
も
の
。

【
注
２
】

後
世
、
自
ら
仏
を
具
現
し
た
空
海
に
大

師
信
仰
が
生
ま
れ
、
高
野
山
を
未
来
仏
で

あ
る
弥
勒
菩
薩
下
生
（
56
億
７
千
万
年
後
）

の
浄
土
と
す
る
信
仰
が
基
礎
と
な
り
、
そ

の
時
大
師
も
一
緒
に
出
定
・
下
生
す
る
と

伝
え
ら
れ
る
。

皆
さ
ま
に
は
お
健
や
か
に
春
の
ご
登

嶺
を
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

高
野
山
寺
月
会 

代
表
・
上
善  

嘗
二

皆
様
の
ご
信
仰
の
お
陰
を
も
ち
ま
し

て
持
明
院
の
「
永
代
供
養
」
も
年
毎
に

増
え
、
当
山
へ
の
納
骨
も
数
を
増
や
し

て
い
ま
す
。

☆

持
明
院
の
納
骨
供
養
の
法
会
の
時
に

は
「
日
牌
之
契
證
」
を
掛
軸
と
し
差
し

上
げ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
容
は
漢
文

体
で
読
解
が
難
し
い
た
め
、
誠
に
僭せ

ん
え
つ越

で
す
が
意
訳
を
試
み
ま
し
た
。

正せ
い
こ
く鵠

を
得
ま
せ
ん
が
ご
寛
容
下
さ
い
。

☆

こ
の
高
野
山
金
剛
峯
は
五
【
注
１
】部

の

曼ま
ん
だ
ら

荼
羅
が
か
け
ら
れ
る
所
で
あ
り
、
奥

深
い
禅
（
瞑
想
・
三
密
加
持
）
の
聖
地

で
あ
る
。
こ
の
濁じ

ょ
く
せ世

（
現
世
）
の
人
々

を
教
え
導
き
、
大
い
な
る
後
世
利
益
を

与
え
て
く
れ
る
。
今
、
こ
こ
で
信
心
深

い
檀
主
（
皆
さ
ま
）
の
清
ら
か
な
心
か

ら
私
財
を
投
じ
て
亡
き
人
の
ご
冥
福
を

祈
り
、
自
ら
の
福
報
を
願
う
。
叶
う
か

否
か
は
、
良
い
因
に
は
美
果
が
つ
く
の

で
、
無
駄
に
な
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

リニューアル工事期間（2018 年 11月 26 日（月）〜 2019 年２月下旬（予定）は橋本駅で代行バスに
乗り換えての上山となります。合同法要の時には間に合っていて新型車両に乗ることができるはずです。
　高野山ケーブルカーは、1930 年（昭和５年）に開通し、今年で 88 周年を
迎える国内でも有数の歴史をもつケーブルカーです。真言密教の聖地である
高野山へのアクセスとして、全長 0.8km、高低差 328m を約５分で結んでい
ます。高野山参拝への旅の交通路としてだけでなく、高野山にお住いのお客
さまの足としての役割も担ってきました。今後もその役割を担いながら、更
なる魅力向上を図るため、お客さまに「期待感」「癒し・調和」「安全・安心」
をお届けするデザインに生まれ変わります。 （南海電鉄ホームページより）

南海電鉄・ケーブルカーリニューアル! 2019年３月新型車両に!
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お
手
紙
の
写
し

亡
き
父
の
50
回
忌
に
添
え
て

大
阪
市
住
之
江
区
・
山
下
　
ス
ヱ

　

｢

は
す
の
会｣

会
員
の
山
下
様
か
ら
毎
年
の

合
同
法
要
に
合
わ
せ
供
養
料
と
近
況
を
綴
っ

た
お
手
紙
が
届
き
ま
す
。
今
回
は
、
50
回
忌

法
要
で
し
た
。

　

山
下
様
（
大
正
13
年
生
）
が
永
代
供
養
の
会

員
に
な
ら
れ
て
24
年
、
持
明
院
、
は
す
の
会

と
の
ご
縁
を
大
変
感
謝
頂
き
、
有
り
が
た
く

心
温
ま
る
言
葉
で
書
き
綴
っ
て
頂
き
、
あ
ら

た
め
て
会
員
様
と
の
ご
縁
を
大
切
に
し
続
け

よ
う
と
心
に
誓
い
ま
し
た
。

（
山
下
ス
ヱ
様
よ
り
掲
載
の
お
許
し
を
頂
い
た

の
で
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。）

前
略
御
免
下
さ
い
ま
せ
。

何
時
も
大
変
お
世
話
に
な
り
有
難
く

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
平
成
の
世

も
あ
と
数
ヶ
月
と
な
り
、
名
残
り
お
し

く
思
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
亡
父
の

五
十
回
忌
に
な
り
ま
す
。

色
々
の
出
来
事
が
、
ま
る
で
昨
日
の

事
の
様
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

今
か
ら
七
十
二
、
三
年
前
、
父
が
門

徒
の
お
寺
様
（
ご
住
職
）
と
共
に
、
お

大
師
さ
ま
の
お
膝ひ

ざ
も
と元

に
生
ま
れ
た
由よ

し
み縁

か
ら
是
非
高
野
山
に
お
詣
り
を
と
団
体

で
参
詣
し
て
帰
り
、
と
て
も
有
難
く
感

動
し
た
。
ま
た
「
高
野
山
で
は
持
明
院

様
の
宿
坊
で
泊
り
、と
て
も
よ
か
っ
た
。

お
前
達
も
高
野
山
に
お
参
り
す
る
こ
と

が
有
っ
た
ら
持
明
院
様
で
泊
ま
る
よ
う

に
」
と
申
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
持

明
院
様
が
讃さ

ぬ
き岐

の
団
体
さ
ん
の
宿
泊
所

だ
っ
た
と
の
事
で
す
。

時
を
経
て
、
私
も
上
阪
し
、
時
々
高

野
山
へ
お
参
り
す
る
様
に
な
り
、
御
寺

の
近
く
を
通
る
度
、
父
が
申
し
て
い
た

持
明
院
様
だ
と
手
を
合
わ
せ
て
通
っ
て

い
ま
し
た
が
仏
舎
利
宝
塔
と
共
に
持
明

院
様
の
御
縁
を
戴
き
、
こ
れ
も
亡
父
の

す
す
め
が
有
り
御
縁
に
つ
な
が
っ
た
の

だ
と
、
今
も
お
参
り
す
る
度
、
ま
た
朝

の
読
経
に
あ
わ
せ
て
拝
む
度
に
嬉
し
く

尊
く
思
い
ま
す
。

其
の
父
の
五
十
回
忌
法
要
に
は
高
野

山
へ
お
参
り
し
て
と
思
う
の
で
す
が
、

現
在
腰
が
悪
く
介
護
の
手
押
車
に
も
た

れ
て
歩
く
様
に
な
り
一
人
で
は
遠
出
も

出
来
ま
せ
ん
し
、
雨
な
ど
足
も
と
が
悪

い
と
歩
く
事
が
大
変
で
、
二
月
の
年
忌

に
は
お
山
へ
は
行
け
そ
う
も
な
く
失
礼

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

当
日
は
大
阪
よ
り
心
か
ら
手
を
合
わ

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
姉
妹
も
皆
い

な
く
な
り
、
私
ひ
と
り
生
か
さ
れ
て
大

切
な
父
の
五
十
回
忌
を
、
私
も
九
十
五

才
に
な
り
、
思
う
よ
う
身
体
も
動
か
ず

本
当
に
申
し
訳
な
く
思
い
ま
す
。

暖
か
く
な
っ
た
ら
又
一
度
お
詣
り

致
し
た
く
存
じ
ま
す
。
お
世
話
計
り
お

か
け
致
し
ま
す
が
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

高
野
山
持
明
院
様
の
益
々
の
ご
繁
栄

と
御
一
同
様
の
ご
健
康
ご
多
幸
を
心
よ

り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

か
し
こ

『
八
方
ふ
さ
が
り
で
も
絶
望
す
る
な

大
空
が
空
い
て
い
る
』 

高
野
山
寺
月
会 

室
長
・
藤
尾
　
俊
郎

昨
春
、
ガ
ン
の
治
療
を
受
け
て
い
る

妻
と
一
緒
に
、
今
後
の
治
療
方
針
を
聞

き
に
行
く
と
「
藤
尾
さ
ん
、
こ
の
病

院
で
は
、
手
術
・
抗
が
ん
剤
・
放
射
線

治
療
の
三
つ
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ

だ
け
広
範
囲
に
ガ
ン
が
転
移
し
て
い
た

ら
、
治
療
す
る
の
が
難
し
い
の
が
現
状

で
す
。
非
常
に
厳
し
い
で
す
。」

「
も
う
治
療
が
出
来
な
い
と
い
う
事
で

す
か
」

「
は
い
。
後
は
、終
末
医
療
の
出
来
る
病

院
を
お
勧
め
致
し
ま
す
。」

「
後
、
ど
れ
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。」

「
数
か
月
、も
し
く
は
数
週
間
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。」
と
告
げ
ら
れ
た
の
で
す
。

余
命
宣
告
を
妻
と
一
緒
に
聞
い
て
い

ま
し
た
が
、妻
は
と
り
み
だ
す
こ
と
も
無

く
冷
静
に
受
け
止
め
、
病
院
か
ら
の
帰

り
道
で
、
二
人
で
残
さ
れ
た
時
間
を
大

切
に
し
よ
う
と
話
し
合
っ
た
の
で
す
。 

宣
告
を
受
け
て
か
ら
一
週
間
ほ
ど

経
っ
た
あ
る
日
、
妻
は
ポ
ツ
リ
と
話
し

か
け
て
き
ま
し
た
。



◆

日
時

平
成
31
年
３
月
24
日（
日
）

12
時
30
分
よ
り

（
集
合
12
時
15
分
）

◆

場
所

持
明
院
・
本
堂

◆

法
要
料
（
参
加
費
）

無
料
（
ご
希
望
に
よ
り
お
布
施
は
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
）

◆

ご
参
加

自
由
・
予
約
不
要

◆

佛
舎
利
宝
塔
の
参
拝
時
間

午
前
の
部

10
時
〜
11
時
30
分
ま
で

午
後
の
部

法
要
後
〜
15
時
30
分
ま
で

●
ご
親
族
だ
け
で
な
く
、
ご
友
人
な
ど

も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

●
当
日
は
12
時
30
分
ち
ょ
う
ど
か
ら
始

ま
り
ま
す
の
で
、
15
分
前
ま
で
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

●
持
明
院
に
は
駐
車
場
が
あ
り
ま
す
が
、

場
所
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

で
き
る
だ
け
電
車
・
バ
ス
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

南
海
電
鉄
「
こ
う
や
号
」
の
特
急
券
は
、

一
ヶ
月
前
か
ら
予
約
で
き
ま
す
。

●
高
野
山
は
山
下
よ
り
温
度
が
下
が
り

ま
す
の
で
、
冷
え
や
す
い
方
は
念
の

た
め
羽
織
る
も
の
を
ご
持
参
下
さ
い
。

●
持
明
院
で
ご
昼
食
を
ご
希
望
さ
れ
る

方
は
ご
予
約
が
必
要
で
す
。

お
一
人
様
２
�１
６
０
円
（
精
進
料
理
）

る
ね
。」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

食
事
の
後
、
本
堂
で
納
骨
法
要
が
始

ま
り
ま
す
。

燈
明
が
私
た
ち
家
族
の
絆
を
暖
か
く

見
守
っ
て
い
る
よ
う
な
中
、
静
か
に
厳

か
に
読
経
が
始
ま
る
と
妻
と
の
楽
し
い

思
い
出
が
走
馬
灯
の
よ
う
に
思
い
出
さ

れ
、
私
は
心
の
中
で
ず
っ
と
、
さ
よ
う

な
ら
、
さ
よ
う
な
ら
と
妻
に
呼
び
掛
け

て
い
ま
し
た
。

法
要
の
済
ん
だ
後
、
小
二
の
孫
娘
が

寺
務
所
で
最
近
持
ち
始
め
た
納
経
帳
に

御
朱
印
し
て
頂
い
た
時
、
今
迄
の
緊
張

感
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
孫
に
満
面
の
笑

顔
が
溢
れ
て
き
ま
し
た
。帰
り
の
車
中
、

皆
が
何
か
し
ら
あ
り
が
た
い
、
あ
り
が

た
い
と
言
い
出
し
て
胸
が
い
っ
ぱ
い
に

な
り
ま
し
た
。 

我
が
家
の
日
め
く
り
カ
レ
ン
ダ
ー
は

二
十
一
日
で
止
ま
っ
た
ま
ま
で
す
。
そ

こ
に
は
二
人
の
好
き
な
言
葉
が
綴
ら
れ

て
い
ま
す
。

『
八
方
ふ
さ
が
り
で
も
絶
望
す
る
な

大
空
が
空
い
て
い
る
』 

「
余
命
宣
告
を
受
け
て
か
ら
、い
っ
ぱ

い
良
い
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
頂
い
た
。」と
い

う
の
で
す
。

そ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
い
う
の
は
、
子

供
達
や
兄
弟
、
そ
し
て
仲
の
い
い
お
友

達
か
ら
頂
い
た
本
当
に
優
し
い
心
か
ら

の
労
り
の
言
葉
で
し
た
。

こ
の
世
で
生
を
受
け
て
か
ら
ご
縁
の

あ
っ
た
方
達
か
ら
の
優
し
い
言
葉
で
生

ま
れ
て
き
て
本
当
に
良
か
っ
た
、
幸
せ

で
し
た
と
言
う
の
で
す
。

 

誰
の
人
生
に
も
い
つ
か
は
訪
れ
る

死
、
そ
の
よ
う
な
時
ど
の
様
な
心
構
え

で
過
ご
せ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
私

た
ち
夫
婦
は
今
ま
で
の
全
て
に
感
謝

し
、
一
日
一
日
を
悔
い
な
く
安
ら
か
な

気
持
ち
で
過
ご
す
よ
う
に
努
め
て
お
り

ま
し
た
が
、
月
日
と
共
に
体
調
も
悪
く

な
り
、
残
念
な
が
ら
天
国
に
旅
立
ち
ま

し
た
。

昨
年
十
一
月
二
十
三
日
、親
族
一
同
、

納
骨
法
要
に
持
明
院
に
向
か
い
ま
し

た
。
お
部
屋
で
ゆ
っ
く
り
精
進
料
理
を

頂
き
な
が
ら
、
妻
の
遺
影
写
真
を
見
て

い
た
ら
、「
皆
、
お
い
し
そ
う
に
食
べ
て

春
季
合
同
法
要
の
ご
案
内

高
野
山
に
も

春
が
訪
れ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

今
年
も
皆
様
ぜ
ひ

お
参
り
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。


