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三
宅
龍
王
講
が
祀
る
役
行
者
像

大
峰
修
験
道
（
山
伏
）
の
先
達

屯み

倉や
け
神
社（
三
宅
中
四
丁
目
）の
西
南
角

に
行

ぎ
ょ
う

者じ
ゃ
堂ど
う
が
建
っ
て
い
ま
す
。
行
者
堂
は
、

三
宅
の
龍

り
ゅ
う
王お
う
講こ
う
が
役
え
ん
の
行ぎ
ょ
う者じ
ゃ（
役
小お

角づ
ぬ
）を
祀

っ
て
い
る
お
堂
で
す
。
役
行
者
は
、
飛あ

す
鳥か

～

奈
良
時
代
の
山さ

ん

岳が
く

修し
ゅ

行ぎ
ょ
う者し
ゃで
修し
ゅ

験げ
ん

道ど
う
の
祖

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
和
吉よ

し

野の

の
大お
お

峰み
ね

山さ
ん

（
山さ
ん
上じ
ょ
うヶが
岳た
け
）
な
ど
を
開
い
た
と
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。
亡
く
な
っ
て
神じ

ん

変べ
ん

大だ
い
菩ぼ

薩さ
つ

と
い

う
諡し

号ご
う
を
賜
わ
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
後
半
以
降
、
大
和
や
河
内
の

村
を
中
心
に
大
峰
山
に
登
り
、
信
仰
を
深
め

て
講
を
つ
く
る
在
俗
者
の
集
団
が
で
き
て

い
き
ま
し
た
。
大
峰
山
に
は
、
い
わ
ゆ
る

山や
ま
伏ぶ
し
ら
の
根
本
道
場
と
し
て
龍
り
ゅ
う

泉せ
ん
寺じ
（
真し
ん
言ご
ん

宗
醍だ
い
醐ご

派
）が
建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、

こ
れ
ら
の
講
は
山さ

ん
上じ
ょ
う講こ
う・
大
峰
講
・
龍
王
講
・

龍
泉
講
・
行
者
講
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
三
宅
の
龍
王
講
も
そ
の
一
つ
で
す
。
も

と
も
と
は
三
宅
行
者
講
と
し
て
誕
生
し
ま

し
た
が
、
明
治
二
十
七
年（
一
八
九
四
）
に

大
峰
山
龍
王
講
社
本
部
で
あ
る
龍
泉
寺
の

直
轄
講
社
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
以
後
、
三

宅
龍
王
講
と
称
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

当
初
は
、
毎
月
、
三
宅
の
先せ

ん

達だ
つ

ら
講

員
宅
に
集
ま
っ
て
信
仰
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。そ
の
後
、昭
和
二
十
二
年（
一
九
四
七
）

に
な
っ
て
、
こ
れ
ま
で
役
行
者
を
祀
る
行

者
堂
が
無
か
っ
た
の
で
、
戦
前
か
ら
三
宅

の
講
員
と
交
流
の
あ
っ
た
大お

お

井い
（
藤
井
寺

市
）
の
大
井
講
で
祀
ら
れ
て
い
た
江
戸
時

代
前
半
の
役
行
者
像
を
譲
り
受
け
、
現
在

地
の
屯
倉
神
社
境
内
に
行
者
堂
が
建
立
さ

れ
た
の
で
し
た
。
こ
こ
に
は
、
日に

ち
露ろ

戦
争

（
一
九
〇
四
～
〇
五
）に
出
兵
し
た
三
宅
村

出
身
者
の
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
し

た
が（「
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
」103
）、
お
堂
建
設

の
た
め
、
石
碑
は
今
の
よ
う
に
そ
の
北
側

に
移
設
さ
れ
ま
し
た
。

行
者
堂
は
昭
和
三
十
六
年（
一
九
六
一
）

の
第
二
室む

ろ
戸と

台
風
で
倒
れ
ま
し
た
が
、
古
木

な
ど
を
利
用
し
て
補
修
し
、
こ
れ
ま
で
役
行

者
像
だ
け
で
あ
っ
た
堂
内
に
、
不ふ

動ど
う
明み
ょ
う王お
う像

や
弘こ

う

法ぼ
う

大だ
い
師し

像
な
ど
も
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
も
、
再
び
行
者
堂
新

築
の
声
が
高
ま
り
、平
成
元
年（
一
九
八
九
）、

現
在
の
行
者
堂
が
完
成
し
ま
し
た
。

堂
正
面
に「
三
宅
龍
王
講 

行
者
堂
」
の

扁へ
ん

額が
く

が
掲
げ
ら
れ
、
中
に
入
る
と
、
護ご

摩ま

壇だ
ん
が
設
け
ら
れ
、「
神
變
大
菩
薩
」
の
大
提
ち
ょ
う

灯ち
ん

の
奥
に
役
行
者
木
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま

す
。
神し

ん

仙せ
ん

思
想
の
影
響
を
受
け
た
長な

が

頭と

巾き
ん

に
一
本
歯
の
高た

か

下げ

駄た

を
は
き
、
法ほ

う

衣い

に
袈け

裟さ

を
か
け
、
錫
し
ゃ
く

杖じ
ょ
うと
経き
ょ
う巻か
んを
持
っ
た
肖
像

彫
刻
で
す
。

堂
内
で
は
毎
月
、
二
月
を
除
い
て
七
日

（
八
月
は
第
一
週
の
土
日
に
大
峰
山
に
登

る
た
め
、
前
日
の
金
曜
日
）
に
月つ

き

護ご

摩ま

が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
毎
年
二
月

だ
け
は
、
三
日
の
節せ

つ
分ぶ

ん
の
日
、「
節
分
奉
修

紫さ
い

燈と
う

大
護
摩
」
と
呼
ば
れ
る
祭
儀
が
堂
前

の
広
場
で
大
々
的
に
行
わ
れ
ま
す
。

節
分
の
当
日
、
午
後
五
時
す
ぎ
、
堂
前

に
薪ま

き

や
柴し

ば

で
組
ま
れ
た
護
摩
壇
が
つ
く
ら

れ
、
山
伏
姿
の
龍
王
講
の
先
達
ら
が
現
れ
ま

す
。
彼
ら
は
、
行
者
堂
に
向
か
っ
て
般は
ん

若に
ゃ
心し
ん

経ぎ
ょ
うを

唱
え
た
後
、
三
宅
の
氏
神
で
あ
る
菅

す
が

原
わ
ら
の

道み
ち

真ざ
ね
を
祀
る
屯
倉
神
社
本
殿
前
や
北
隣
り

に
合
祀
さ
れ
て
い
る
同
じ
三
宅
の
延え

ん

喜ぎ

式し
き

内な
い

社し
ゃ
で
あ
っ
た
酒さ
か

屋や

神
社
で
も
般
若
心
経

を
読ど

経き
ょ
うし
ま
す
。
明
治
時
代
初
期
ま
で
の
神

と
仏
教
を
折
衷
し
て
融
合
調
和
す
る
神し

ん

仏ぶ
つ

習し
ゅ
う合ご
うの
な
ご
り
を
と
ど
め
て
い
る
の
で
す
。

再
び
堂
前
に
戻
る
と
、
続
い
て「
山や

ま
伏ぶ
し

問も
ん
答ど
う
」と
呼
ば
れ
る
旅
の
先
達
の
答
者
と
地

元
道
場
主
の
問
者
と
の
問
答
を
行
い
ま
す
。
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右
の
よ
う
に
始
め
、
先
達
が
龍
泉
寺
直

属
の
三
宅
の
山
伏
で
あ
る
こ
と
を
法
儀
に

の
っ
と
っ
て
長
々
と
答
え
て
い
く
の
で
す
。

問
答
が
終
わ
っ
た
後
は
、「
斧お

の
振ふ

り
之の

儀ぎ

」

「
法ほ

う
剣け
ん
之
儀
」「
法ほ
う

弓き
ゅ
う之
儀
」
の
順
に
作
法

を
行
い
、
い
よ
い
よ
護
摩
壇
に
点
火
さ
れ

ま
す
。
勢
い
よ
く
燃
え
さ
か
る
火
の
中
に

人
々
の
願
い
が
書
か
れ
た
護ご

摩ま

木ぎ

が
投
入

さ
れ
、
節
分
行
事
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を

迎
え
る
の
で
す
。

今
年
も
二
月
三
日
の
夕
刻
か
ら
節
分

の
大
護
摩
が
行
わ
れ
ま
す
。
伝
統
行
事
に

触
れ
る
た
め
、
毎
年
、
多
く
の
参
拝
者
が

つ
め
か
け
る
の
で
す
。

答
者
：
案あ

内な
い
申も
う
す、
案
内
申
。

問
者
：
承う

け
給た
ま
ふ
、
承
け
給
ふ
。
旅
の
行

者
、
住

じ
ゅ
う
山ざ
ん
何い
ず
れ
な
り
や
。

答
者
：
河か

わ
内ち
の
州く
に
は屯
倉
の
住じ
ゅ
う。
真
言
宗
醍
醐

派
別
格
龍
泉
寺
直
属
の
先
達
な
り
。

問
者
：
本
日
、
当
道
場
に
来ら

い
山ざ
ん
の
儀ぎ

は
如い

何か

に
。


