
 

裕天上人のご臨終 
大正大学教授 玉山成元玉山成元玉山成元玉山成元    

 

－ 1 － 

祐天寺沿革史 

 

こ
と
の
ほ
か
暑
か
っ
た
享
保
三
年
（
一
七
一

八
）
の
夏
六
月
、
麻
布
竜
土
の
閑
室
で
過
さ
れ

た
祐
天
上
人
の
体
は
衰
弱
し
て
い
っ
た
。
し
か

し
、
い
つ
も
の
お
念
仏
や
勤
行
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
名
号
を
書
く
こ
と
も
怠
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。
お
そ
ば
に
つ
い
て
い
る
人
々
は
、
暑
さ

が
厳
し
い
の
で
、
さ
ぞ
疲
れ
る
だ
ろ
う
と
心
配

し
、
少
し
休
ま
れ
た
ら
い
か
が
か
と
申
し
あ
げ

る
と
「
生
身
の
人
間
は
い
つ
死
ぬ
か
わ
か
ら
な

い
。
む
だ
な
時
間
を
過
せ
ば
自
分
の
体
に
は
ら

く
か
も
し
れ
な
い
が
、
多
く
の
人
々
を
救
う
こ

と
に
は
な
ら
な
い
」
と
い
い
、
少
し
も
休
む
こ

と
が
な
か
っ
た
。
上
人
の
意
志
の
強
さ
と
実
行

力
に
感
激
し
、
涙
を
落
さ
ぬ
人
は
な
か
っ
た
と

い
う
。 

 

七
月
十
五
日
、
朝
の
勤
行
の
後
、
机
に
向
っ

て
十
余
枚
の
お
名
号
を
書
か
れ
た
上
人
は
筆
を

お
き
、
お
十
念
を
称
え
た
の
ち
、「
こ
れ
で
自
分

の
生
涯
の
書
写
は
終
る
」
と
い
っ
た
。
そ
の
後

こ
と
の
ほ
か
高
声
で
お
念
仏
を
続
け
た
が
、
正

午
に
な
り
、
弟
子
ら
を
集
め
て
い
う
こ
と
に
、

「
自
分
が
死
ん
だ
ら
一
宇
を
建
立
し
、
不
断
念

仏
を
行
っ
て
天
下
の
安
全
と
、
法
界
の
群
生
に

施
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
い
、
自
ら
鉦
子
を

な
ら
し
て
念
仏
を
続
け
た
。
夜
八
時
ご
ろ
に
な

る
と
、
お
迎
え
が
近
い
か
ら
と
い
っ
て
清
潔
な

衣
に
き
が
え
、
累
の
ご
利
益
が
あ
っ
た
本
尊
を

安
置
し
、
百
万
遍
念
仏
を
と
り
行
っ
た
。
三
十

万
遍
ほ
ど
終
っ
た
と
き
、
祐
梅
上
人
は
祐
天
上

人
の
側
に
ゆ
き
様
子
を
う
か
が
っ
た
。
す
で
に

臨
終
が
近
づ
い
て
い
た
の
で
、
上
人
が
も
っ
て

い
た
仏
舎
利
を
取
り
出
し
、
舎
利
水
を
お
口
の

中
に
入
れ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
上
人
は
お
念
仏
の

途
中
で
、
か
ね
て
か
ら
い
わ
れ
て
い
た
白
色
の

舎
利
一
粒
を
お
口
の
中
に
入
れ
る
と
、
祐
天
上

人
は
合
掌
を
さ
れ
、
頭
北
面
西
に
し
て
、
安
置

さ
れ
た
ご
本
尊
か
ら
の
糸
を
ご
自
分
の
手
に
取

り
、
か
す
か
に
お
念
仏
を
数
十
遍
と
な
え
、
禅

定
に
入
る
よ
う
に
遷
化
さ
れ
た
。 

 
七
月
十
六
日
、
午
前
六
時
、
弁
了
・
岸
碩
・

香
残
の
三
上
人
が
湯
潅
を
行
な
い
、
一
重
の
帷

子
の
上
に
木
蘭
色
の
衣
と
二
十
五
条
の
袈
裟
を

つ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
右
の
手
に
は
『
阿
弥
陀

経
』
、
左
の
手
に
は
二
輪
の
数
珠
を
持
た
せ
た
。

ご
遺
体
は
、
二
枚
の
揚
げ
畳
の
上
に
座
具
を
し

い
て
安
置
し
た
が
、
こ
の
上
に
白
絹
の
蚊
帳
を

つ
り
、
三
方
に
は
金
屏
風
を
立
て
、
そ
の
外
に

白
い
幕
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
。 

 

七
月
十
六
日
、
増
上
寺
の
白
随
大
僧
正
は
昨

夜
に
つ
づ
い
て
焼
香
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
役
者

の
利
天
和
尚
ら
の
役
職
に
あ
る
人
々
を
は
じ
め
、

仏
殿
の
別
当
、
三
十
坊
の
塔
頭
寺
院
な
ど
が
全

員
で
お
供
を
し
焼
香
を
す
ま
せ
た
。
ま
た
伝
通

院
・
霊
山
寺
・
霊
巌
寺
・
幡
随
院
の
檀
林
寺
院

を
は
じ
め
、
好
身
の
寺
院
や
僧
侶
ま
で
数
多
く

の
人
々
が
焼
香
さ
れ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く

噂
を
聞
き
つ
け
た
沢
山
の
信
者
が
方
々
か
ら
集

ま
り
、
せ
ま
い
閑
室
は
ご
っ
た
返
し
、
矢
来
門

は
押
し
倒
さ
れ
、
御
居
間
の
前
の
よ
し
屏
も
ふ

み
破
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
日
頃
か
ら
親

し
く
し
て
い
た
松
平
伊
賀
守
や
水
野
出
羽
守
が

心
配
し
、
小
頭
や
足
軽
衆
を
警
備
の
用
員
と
し

て
送
り
、
整
理
に
当
た
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
何
と
し
て
も
お
焼
香
を
し
、

結
縁
を
し
た
い
と
願
う
人
々
は
僧
侶
ば
か
り
で

な
く
、
武
士
も
商
人
も
職
人
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

人
々
が
閑
室
を
と
り
囲
み
、
十
七
日
の
ご
出
棺

ま
で
と
ぎ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。 

 

建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
正
月
、
八
十
歳
の
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法
然
上
人
は
老
病
が
進
み
、
体
は
思
う
よ
う
に

な
ら
な
か
っ
た
が
、
た
え
ず
往
生
の
こ
と
を
語

り
、
念
仏
を
続
け
ら
れ
た
。 

一
月
二
十
日
ご

ろ
に
な
る
と
、
上
人
は
自
ら
三
尊
の
来
迎
が
あ

っ
た
こ
と
を
語
り
、
散
在
し
て
い
た
信
者
た
ち

は
、
庵
室
の
あ
る
東
山
の
上
に
紫
雲
が
起
る
の

を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
上
人
の
ご
臨

終
が
近
い
こ
と
を
し
ら
せ
た
の
だ
ろ
う
と
い
っ

て
、
多
く
の
人
々
は
結
縁
の
た
め
東
山
に
集
っ

た
。 

 

正
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
法
然
上

人
は
弟
子
達
と
一
緒
に
称
え
る
念
仏
の
中
で
、

あ
る
と
き
は
一
時
間
ほ
ど
力
強
く
高
声
念
仏
を

続
け
、
あ
る
と
き
は
静
か
に
念
仏
を
称
え
て
休

む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
二
十
五
日
の
正

午
、
慈
覚
大
師
か
ら
伝
え
ら
れ
た
袈
裟
を
つ
け
、

頭
北
面
西
に
し
て
「
光
明
遍
照
十
方
世
界 

念

仏
衆
生 

摂
取
不
捨
」
の
文
を
称
え
禅
定
に
入

る
よ
う
に
遷
化
さ
れ
た
。 

 

法
然
上
人
は
遠
大
な
考
え
を
も
た
れ
た
人
で
、

目
先
の
後
継
者
や
遺
跡
を
決
め
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
念
仏
を
す
る
人
が
全
て
後
継
者
で
あ
り
、

念
仏
の
聞
こ
え
る
と
こ
ろ
が
全
て
自
分
の
遺
跡

で
あ
る
と
い
わ
れ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
最

後
ま
で
一
人
で
も
多
く
の
念
仏
者
が
増
え
、
世

の
中
の
よ
く
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。 

 

そ
う
し
た
浄
土
宗
の
根
本
的
な
考
え
方
を
貫

ぬ
い
て
い
っ
た
の
が
祐
天
上
人
で
あ
る
。 

 

上
人
は
自
分
の
こ
と
は
か
ま
わ
ず
、
天
下
が

泰
平
で
、
万
民
が
幸
福
に
な
る
こ
と
を
祈
り
、

そ
の
た
め
に
念
仏
を
布
教
し
続
け
、
自
分
の
死

後
も
不
断
念
仏
を
続
け
て
多
く
の
人
々
を
救
済

す
る
よ
う
に
と
遺
言
し
て
い
る
。
ま
さ
に
法
然

上
人
の
生
れ
か
わ
り
と
い
っ
て
よ
い
。 


