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－ 1 － 

祐天寺沿革史 

 

伊
勢
の
松
阪
か
ら
ル
ー
ト
四
二
号
線
を
下
り
、

紀
伊
長
島
に
行
く
ち
ょ
う
ど
中
間
、
緑
濃
い
自

然
に
恵
ま
れ
た
多
気
郡
大
台
町
下
楠
の
道
端
に
、

祐
天
上
人
の
名
号
石
が
あ
る
。
弘
化
三
年
（
一

八
四
六
）
九
月
祐
天
上
人
の
百
回
忌
を
記
念
し
、

宝
泉
寺
植
誉
上
人
代
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
自
然
石
に
祐

天
上
人
の
お
名
号
を
彫
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

横
長
の
自
然
石
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
昔
か
ら

約
15
度
ほ
ど
前
方
に
傾
い
て
い
る
が
、
ど
ん
な

地
震
で
も
倒
れ
た
こ
と
は
な
い
。
地
元
の
人
々

は
、
こ
の
名
号
石
を
祐
天
さ
ま
と
い
い
、
毎
晩

お
詣
り
す
る
人
が
十
数
人
も
い
る
。
名
号
石
の

左
側
に
は
１
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
常
夜
灯
が
あ

り
、
夜
に
な
る
と
ロ
ー
ソ
ク
が
と
も
さ
れ
る
。

常
夜
灯
は
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
十
月
に
中

西
氏
が
寄
進
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
、

代
々
受
け
つ
が
れ
て
き
た
が
、
現
在
は
近
在
の

人
々
で
講
中
の
よ
う
な
形
を
と
り
、
灯
を
つ
け

る
当
番
が
き
め
ら
れ
て
い
る
。
暗
夜
の
道
し
る

べ
と
し
て
陸
の
灯
台
と
も
な
り
、
距
離
の
目
じ

る
し
に
も
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

と
こ
ろ
で
こ
の
祐
天
さ
ま
に
は
、
悪
因
縁
を

断
ち
切
る
と
い
う
ご
利
益
が
あ
る
。
名
号
石
と

台
石
の
つ
な
ぎ
目
に
は
、
数
固
の
錆
た
鉄
片
が

落
ち
て
い
る
。
昔
は
こ
こ
が
鎌
で
止
め
ら
れ
て

い
た
。
鋭
利
な
鎌
で
悪
因
縁
を
断
ち
切
る
た
め

で
あ
っ
た
。
そ
の
鎌
が
長
い
年
月
の
間
に
風
化

し
、
現
在
で
は
錆
た
鉄
片
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。 

 

悪
縁
の
内
容
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
土
地

の
人
た
ち
は
自
分
の
身
に
ふ
り
か
か
る
不
幸
を

断
ち
切
る
た
め
に
真
剣
に
供
養
を
続
け
て
き
た
。

そ
の
中
で
も
現
在
の
悩
み
の
主
流
は
、
長
患
い

を
せ
ず
、
ポ
ッ
ク
リ
と
お
迎
え
い
た
だ
く
こ
と

で
あ
る
。
祐
天
さ
ま
に
は
そ
の
ご
利
益
が
あ
る

と
い
う
の
で
、
毎
晩
信
者
は
欠
か
さ
ず
お
参
り

続
け
る
と
い
う
。
近
来
と
く
に
老
病
の
こ
と
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
だ
け
に
、
お
年
寄
り
に
と

っ
て
は
切
実
な
こ
と
で
あ
る
。
奈
良
の
ポ
ッ
ク

リ
寺
の
よ
う
に
、
や
が
て
バ
ス
に
よ
る
集
団
参

詣
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

宝
泉
寺
は
こ
こ
か
ら
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

入
っ
た
高
台
に
あ
る
。
目
の
前
に
は
一
面
の
茶

畑
が
つ
づ
き
、
そ
の
後
方
に
形
の
良
い
山
々
が

連
な
っ
て
い
る
。
雨
あ
が
り
の
せ
い
か
緑
の
色

が
こ
と
の
ほ
か
美
し
い
。
私
が
参
詣
し
た
と
き
、

山
桜
は
終
わ
っ
て
い
た
が
八
重
桜
は
さ
か
り
。

見
渡
す
所
々
に
ピ
ン
ク
の
山
つ
つ
じ
ゃ
明
る
い

紫
の
蘇
芳
が
一
段
と
映
え
た
。
雑
踏
の
中
で
生

活
し
て
い
る
私
に
と
っ
て
は
命
の
洗
濯
で
あ
っ

た
。
だ
か
ら
清
々
し
い
気
持
ち
で
祐
天
さ
ま
を

拝
む
こ
と
が
で
き
た
。 

 

宝
泉
寺
に
あ
る
祐
天
上
人
の
座
像
は
、
高
さ

40
セ
ン
チ
余
の
小
さ
な
お
厨
子
に
安
置
さ
れ

て
い
る
。
作
者
や
製
作
年
代
は
わ
か
ら
な
い
。

扉
の
内
側
に
は
「
明
蓮
社
大
僧
正
顕
誉
上
人
愚

心
祐
天
大
和
尚
享
保
三
戊
戌
年
七
月
十
五
日
寂

ス
」
と
記
し
て
あ
る
。
緋
衣
に
金
欄
七
条
袈
裟

を
つ
け
た
お
姿
で
あ
る
が
、
お
顔
は
と
て
も
若

い
。
お
厨
子
の
中
に
は
木
版
刷
り
の
祐
天
上
人

の
お
名
号
と
徳
本
上
人
の
利
劔
名
号
が
納
め
ら

れ
て
い
る
。
祐
天
上
人
の
お
名
号
は
、「
南
無
阿

弥
陀
仏 

大
僧
正
祐
天
（
花
押
）
」
と
あ
る
右
に

「
消
除
三
垢
冥
」、
左
に
「
広
済
衆
厄
難
」
と
あ

る
。「
三
垢
の
冥
を
消
除
し
て
広
く
衆
の
厄
難
を

済
う
」
と
い
う
『
無
量
寿
経
』
の
一
節
で
あ
る

が
、
祐
天
上
人
が
一
生
を
通
し
て
衆
生
を
救
済

し
た
行
動
と
一
致
す
る
。 
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－ 2 － 

祐天寺沿革史 

 

宝
泉
寺
大
奥
様
の
話
に
よ
る
と
、
こ
の
お
像

は
重
病
者
を
引
き
つ
け
て
な
お
す
力
が
あ
る
と

い
う
。
昭
和
三
十
年
ご
ろ
ら
し
い
が
、
あ
る
男

性
が
道
端
の
祐
天
さ
ま
に
参
詣
の
の
ち
、
導
か

れ
る
ま
ま
に
厨
子
の
あ
る
お
堂
に
入
っ
た
。
じ

っ
と
し
て
動
か
ず
、
何
を
尋
ね
て
も
答
え
な
い
。

そ
こ
で
奥
様
は
『
般
若
心
経
』
を
一
巻
読
み
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
っ
て
お
念
仏
し
な
さ

い
と
教
え
て
や
っ
た
。
男
性
は
い
か
に
も
気
持

ち
良
さ
そ
う
に
し
て
帰
っ
た
が
、
そ
の
後
親
族

か
ら
、
実
は
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
で
困
っ
て
い
た
が
、

お
蔭
様
で
落
ち
つ
き
ま
し
た
と
い
う
お
礼
の
電

話
を
い
た
だ
き
、
あ
ら
た
め
て
祐
天
上
人
の
ご

利
益
を
知
っ
た
と
い
う
。
ま
た
最
近
も
そ
う
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
今
度
は
女
性
で
、
病
院
の

精
神
科
に
入
院
し
て
い
た
が
、
あ
る
日
、
宝
泉

寺
を
た
ず
ね
て
祐
天
上
人
と
結
縁
し
、
念
仏
信

者
と
な
っ
て
六
年
間
社
会
生
活
を
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
そ
の
後
ふ
た
た
び
病
院
に
も
ど
る
こ

と
に
な
っ
た
が
、
帰
っ
て
み
る
と
、
以
前
一
緒

に
退
院
し
た
人
々
が
全
部
も
ど
っ
て
い
た
。
し

か
も
他
人
は
一
年
か
二
年
で
も
ど
っ
た
の
に
、

自
分
は
六
年
間
も
世
間
で
過
ご
す
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
祐
天
上
人
の
お
蔭
だ
と
い
っ
て
喜
ん

で
い
た
と
い
う
。 

 

寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
祐
天
上
人
は
、

お
師
匠
さ
ん
の
橿
通
上
人
と
一
緒
に
下
総
国
飯

沼
弘
経
寺
で
修
行
中
、
近
く
の
羽
生
の
里
に
住

む
菊
と
い
う
娘
が
急
に
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
っ
た
。

近
所
の
人
々
も
八
方
に
手
を
つ
く
し
て
治
療
方

法
を
考
え
た
が
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
困

り
き
っ
て
い
た
。
そ
の
話
を
聞
い
た
祐
天
上
人

は
、
菊
の
枕
元
で
十
念
を
授
け
、
さ
ら
に
近
所

の
人
々
と
一
緒
に
百
万
遍
の
念
仏
を
行
っ
て
菊

の
病
を
な
お
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ

よ
う
な
、
ご
利
益
が
現
在
も
こ
の
地
に
残
っ
て

い
る
こ
と
を
聞
き
意
を
強
く
し
た
。 

 

大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
三
月
七
日
、
宝
泉

寺
で
は
祐
天
上
人
二
百
回
忌
法
要
を
行
っ
た
。

当
日
は
二
〇
人
の
お
稚
児
さ
ん
行
列
も
あ
り
、

昼
夜
に
わ
た
っ
て
に
ぎ
わ
っ
た
。
そ
の
と
き
記

念
に
大
傘
を
求
め
た
こ
と
が
『
過
去
帳
』
に
記

し
て
あ
る
。
私
は
祐
天
上
人
に
ま
つ
わ
る
信
仰

が
い
き
い
き
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
地
を
お
と
ず

れ
、
今
な
お
多
く
の
人
々
か
ら
親
し
ま
れ
て
い

る
現
実
を
認
識
し
、
ひ
と
し
お
祐
天
上
人
の
徳

の
高
さ
を
肌
で
感
ず
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

（
本
法
の
都
合
に
よ
り
こ
の
項
終
わ
り
） 


