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祐天寺沿革史 

 

正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
四
月
ご
ろ
、
京
都

真
如
堂
の
住
職
で
あ
る
高
誉
上
人
の
も
と
に
、

東
山
天
皇
の
皇
后
（
承
秋
門
院
）
の
乳
母
で
あ

っ
た
新
宰
相
局
か
ら
手
紙
が
と
ど
い
た
。
そ
れ

に
は
女
院
様
（
皇
后
）
と
姫
君
様
が
、
祐
天
上

人
か
ら
血
脈
を
授
か
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

表
む
き
に
頼
む
の
は
ま
ず
い
の
で
、
そ
な
た
（
高

誉
上
人
）
か
ら
内
々
に
授
け
て
下
さ
る
よ
う
頼

ん
で
も
ら
い
た
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

承
秋
門
院
は
有
栖
川
宮
幸
仁
親
王
の
御
子
で

幸
子
と
い
い
、
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
九
月

二
十
三
日
に
誕
生
さ
れ
た
。
元
禄
十
年
（
一
六

九
七
）
東
山
天
皇
に
入
内
し
て
女
御
と
な
り
、

宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
五
月
三
日
に
准
后
、

同
十
八
日
内
親
王
と
な
り
、
翌
年
二
月
二
十
七

日
立
后
中
宮
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
宝
永
六
年

十
二
月
十
七
日
、
東
山
天
皇
は
三
十
五
歳
の
若

さ
で
逝
去
さ
れ
た
。
皇
后
は
翌
年
三
月
二
十
一

日
に
承
秋
門
院
と
号
し
、
同
月
二
十
七
日
、
天

皇
の
百
ケ
日
の
と
き
落
飾
さ
れ
た
。
で
き
れ
ば

生
き
仏
と
し
て
の
噂
の
高
い
祐
天
上
人
に
、
天

皇
の
追
善
供
養
を
頼
み
、
自
分
も
姫
宮
も
上
人

に
結
縁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
脱
を
え
よ
う
と

考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
皇
后
と
い
う
立

場
に
あ
れ
ば
、
公
然
と
祐
天
上
人
に
帰
依
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
自
分
で
は
、
何

と
し
て
も
上
人
に
帰
依
を
し
て
血
脈
を
授
け
て

ほ
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
同
じ
京
都
に
あ
る
真
如

堂
の
高
誉
上
人
に
頼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
こ
れ
も
一
人
で
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
、

局
の
新
宰
相
の
力
を
か
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
新
宰
相
局
は
、
高
誉
上
人
に
手

紙
を
書
い
た
。
手
紙
を
み
て
高
誉
上
人
は
び
っ

く
り
し
た
。
し
か
し
む
げ
に
断
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
と
い
っ
て
祐
天
上
人
に
直
接
手
紙
を
書

け
る
身
分
で
は
な
い
。
高
誉
上
人
は
祐
天
上
人

の
お
弟
子
で
あ
る
祐
海
上
人
に
手
紙
を
書
い
て
、

両
御
所
様
の
件
を
頼
む
こ
と
に
し
た
。
さ
い
わ

い
江
戸
と
往
来
の
あ
る
三
井
八
郎
治
郎
が
懇
意

な
の
で
、
高
誉
上
人
は
さ
っ
そ
く
三
井
八
郎
治

郎
に
こ
の
こ
と
を
話
し
て
依
頼
し
た
。
つ
ま
り

「
承
秋
門
院
と
姫
宮
様
は
す
で
に
日
課
念
仏
を

受
け
ら
れ
、
こ
と
の
ほ
か
浄
土
の
信
仰
を
信
じ

て
念
仏
を
行
っ
て
い
る
お
方
で
あ
る
か
ら
、
江

戸
に
つ
か
れ
た
ら
そ
の
事
情
を
よ
く
話
し
、
か

な
ら
ず
祐
天
上
人
に
頼
ん
で
血
脈
を
も
ら
っ
て

も
ら
い
た
い
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

話
は
う
ま
く
つ
い
た
ら
し
く
同
年
七
月
二
十
日
、

祐
天
上
人
か
ら
三
人
に
次
の
よ
う
な
法
名
が
授

与
さ
れ
た
。
女
院
御
所
様
（
皇
后
）
は
「
承
秋

院
崇
誉
興
徳
大
禅
定
尼
」
、
姫
宮
様
は
「
専
修
院

然
誉
了
廓
大
禅
定
尼
」
、
御
乳
母
新
宰
相
局
は

「
光
雲
院
観
誉
寿
貞
大
姉
」
と
い
う
法
名
で
あ

っ
た
。 

 

祐
天
上
人
か
ら
法
名
を
授
け
ら
れ
て
喜
こ
ん

だ
承
秋
門
院
は
、
十
月
ご
ろ
新
宰
相
局
に
命
じ

て
上
人
に
礼
状
を
書
か
せ
た
。
そ
の
礼
状
に
よ

る
と
、
承
秋
門
院
は
、
う
れ
し
さ
を
か
く
し
き

れ
ず
、
祐
天
上
人
に
九
条
の
袈
裟
を
お
く
ら
れ

た
。
ま
た
姫
宮
様
は
、
心
ば
か
り
の
品
と
い
っ

て
末
広
を
く
だ
さ
れ
た
。
そ
し
て
両
御
所
様
は
、

ぜ
ひ
祐
天
上
人
の
お
守
名
号
が
ほ
し
い
と
申
さ

れ
た
。
そ
こ
で
新
宰
相
局
は
お
守
名
号
を
下
さ

る
よ
う
お
願
い
し
た
が
、
こ
の
と
き
は
あ
い
に

く
手
持
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
や
む
を
え
ず
い

た
だ
け
な
か
っ
た
が
、
近
い
う
ち
ぜ
ひ
い
た
だ

き
た
い
と
い
っ
て
い
る
。
新
宰
相
局
自
身
も
、

そ
の
と
き
に
は
自
分
の
も
の
も
ほ
し
い
と
申
し

そ
え
て
い
る
。 
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十
月
二
十
八
日
付
で
祐
海
上
人
に
宛
て
ら
れ

た
高
誉
上
人
の
手
紙
に
よ
る
と
、
祐
天
上
人
に

賜
わ
っ
た
こ
れ
ら
の
品
々
は
内
証
に
さ
れ
、
三

井
八
郎
治
郎
か
ら
こ
っ
そ
り
と
ど
け
れ
た
ら
し

い
。
そ
し
て
承
秋
門
院
や
姫
宮
様
が
こ
と
の
ほ

か
喜
ん
で
く
れ
、
念
仏
に
対
す
る
帰
依
が
ま
す

ま
す
深
ま
る
こ
と
は
、
自
分
に
と
っ
て
も
あ
り

が
た
い
こ
と
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
新
宰

相
局
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
祐
天
上
人
は
こ
の
後

す
ぐ
に
お
守
名
号
を
書
い
て
京
都
に
と
ど
け
さ

せ
た
。
も
ち
ろ
ん
新
宰
相
局
に
も
投
与
し
て
い

る
。
新
宰
相
局
は
、
さ
っ
そ
く
両
御
所
様
の
喜

こ
ば
れ
て
い
る
様
子
と
、
く
れ
ぐ
れ
も
よ
ろ
し

く
伝
え
る
よ
う
に
い
わ
れ
た
旨
を
書
き
、
祐
天

上
人
へ
礼
状
を
出
し
て
い
る
。 

 

七
月
二
十
三
日
付
で
祐
海
上
人
に
宛
て
た
高

誉
上
人
の
手
紙
に
よ
る
と
、
祐
天
上
人
に
血
脈

を
授
か
っ
た
後
の
両
御
所
様
は
、
日
増
し
に
信

仰
を
深
め
ら
れ
、
日
課
念
仏
も
増
さ
れ
、
朝
夕

仏
前
で
念
仏
を
続
け
ら
れ
た
。
こ
と
に
裕
天
上

人
と
一
蓮
托
生
の
ご
回
向
を
も
怠
り
な
く
続
け

ら
れ
、
毎
月
百
万
遍
の
念
仏
も
三
回
ほ
ど
行
っ

て
い
る
。
そ
の
上
、
真
如
堂
の
ご
本
尊
に
模
し

た
仏
も
作
ら
れ
、
ま
た
み
ず
か
ら
張
子
の
二
尊

も
作
ら
れ
た
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
祐
天
上
人
の

お
か
げ
で
あ
る
と
思
い
感
謝
し
て
い
る
。
上
人

に
よ
ろ
し
く
伝
え
て
ほ
し
い
と
い
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
承
秋
門
院
が
真
如
堂
に
種
々
、
心

を
か
け
て
下
さ
っ
た
の
も
、
す
べ
て
祐
天
上
人

の
お
か
げ
で
あ
る
と
高
誉
上
人
は
感
謝
し
て
い

る
。 

 

享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
七
月
十
五
日
、
祐

天
上
人
は
入
寂
す
る
が
、
そ
の
二
年
後
の
享
保

五
年
二
月
十
日
、
承
秋
門
院
は
四
十
一
歳
で
逝

去
さ
れ
た
。
ご
遺
骸
は
泉
涌
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
。

祐
天
上
人
を
師
と
仰
ぎ
、
生
き
仏
と
尊
敬
し
て

帰
依
を
し
、
内
証
に
血
脈
ま
で
も
ら
っ
た
承
秋

門
院
で
あ
っ
た
が
、
お
立
場
上
そ
の
法
名
は
使

わ
れ
な
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
承
秋
門
院
は
、

祐
天
上
人
と
の
一
蓮
托
生
を
願
い
、
上
人
の
入

寂
後
も
回
向
し
続
け
て
い
る
。
た
と
え
泉
涌
寺

に
葬
ら
れ
て
も
、
極
楽
で
の
生
活
は
、
同
じ
蓮

の
台
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
祐
天

上
人
が
多
く
の
庶
民
に
愛
さ
れ
、
尊
敬
さ
れ
、

や
が
て
生
き
仏
と
し
て
拝
ま
れ
る
事
実
は
よ
く

わ
か
る
。
そ
し
て
祐
天
上
人
が
、
将
軍
や
大
奥

の
人
々
に
尊
敬
さ
れ
て
特
別
の
待
遇
を
う
け
た

こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
皇
后
の
承
秋
門
院
が

こ
の
よ
う
に
祐
天
上
人
に
帰
依
を
し
て
い
た
こ

と
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

祐
天
上
人
は
老
若
男
女
、
通
俗
貴
賎
、
す
べ
て

の
人
々
か
ら
尊
敬
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
ん
な
に
広
範
囲
の
人
々
か
ら
親
し
ま
れ
た
人

は
い
な
い
。
本
当
に
浄
土
宗
の
坊
さ
ん
ら
し
い

坊
さ
ん
と
い
っ
て
よ
い
。
い
や
僧
侶
と
は
、
か

く
あ
る
べ
し
と
い
う
見
本
と
い
っ
て
よ
い
。
ど

ん
な
に
ほ
め
て
も
、
表
現
す
る
言
葉
が
な
い
。 


