
 

松阪の清光寺（伊勢シリーズその１） 
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 

 

伊
勢
の
松
阪
駅
（
三
重
県
）
で
下
車
。
駅
前

広
場
か
ら
大
通
り
を
直
進
す
る
と
、
す
ぐ
右
手

に
清
光
寺
の
屋
根
が
見
え
る
。
山
道
の
入
口
左

手
に
、
祐
天
上
人
の
お
名
号
を
刻
ん
だ
石
柱
が

立
っ
て
い
る
。
正
南
に
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏 

大

僧
正
祐
天
（
花
押
）」
と
あ
り
、
左
右
の
側
面
に

は
「
十
万
人
講
清
光
寺
」
と
あ
り
、
台
石
に
「
是

ヨ
リ
一
丁
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。『
蓮
門
精
舎
旧

詞
』
に
よ
る
と
、
清
光
寺
の
開
基
は
行
基
菩
薩

と
い
い
、
も
と
は
真
言
宗
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
超
誉
察
道
上
人
が

中
興
し
て
浄
土
宗
と
な
っ
た
。
天
正
十
六
年
（
一

五
八
八
）
松
が
嶋
か
ら
日
野
町
に
移
り
、
元
禄

年
間
に
今
の
中
町
に
移
っ
た
。『
祐
天
上
人
御
利

益
記
』
に
よ
る
と
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）

ご
ろ
清
光
寺
二
十
三
世
の
幡
貞
上
人
は
、
十
万

人
に
日
課
念
仏
を
さ
せ
る
願
を
起
こ
し
た
。
そ

し
て
日
課
念
仏
を
誓
っ
た
人
々
に
は
、
祐
天
上

人
の
お
名
号
を
与
え
て
本
尊
と
す
る
こ
と
を
す

す
め
た
。
名
号
札
に
は
「
授
勢
州
松
阪
清
光
寺

日
課
百
遍
十
万
人
衆
了
（
壷
印
）
増
上
寺
大
僧

正
顕
誉
祐
天
（
花
押
）」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
わ
か
る
よ
う
に
、
幡
貞
上
人
の
す
す
め
た
念

仏
は
、
一
日
に
百
遍
称
え
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
法
然
上
人
は
六
万
遍
か
ら
八
万
遍
、
祐
天

上
人
も
そ
れ
に
近
い
遍
教
を
称
え
た
と
思
わ
れ

る
が
、
在
家
の
人
々
に
「
三
千
遍
や
五
千
遍
称

え
ろ
」
と
い
っ
て
も
無
理
で
あ
る
。
百
遍
の
念

仏
な
ら
現
実
的
で
あ
る
。
し
か
も
生
き
仏
と
し

て
上
下
の
尊
崇
を
集
め
て
い
る
祐
天
上
人
と
結

縁
を
結
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
な
魅
力
で

あ
っ
た
。
幡
貞
上
人
は
お
そ
ら
く
自
分
の
授
か

っ
た
名
号
を
板
刻
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を

念
仏
者
に
投
げ
た
に
相
違
な
い
。
こ
う
し
て
幡

貞
上
人
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
。
こ
れ
が
き
っ

か
け
と
な
っ
て
以
後
、
念
仏
講
が
組
織
さ
れ
、

十
万
人
講
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、
念
仏

者
の
実
数
は
こ
の
数
倍
に
の
ぼ
る
だ
ろ
う
。
近

在
の
信
者
が
寺
を
訪
ね
る
こ
と
も
多
く
な
っ
た
。

石
柱
の
土
台
に
「
こ
れ
よ
り
一
町
」（
約
一
一
〇

メ
ー
ト
ル
）
で
十
万
人
講
清
光
寺
に
至
る
と
刻

ん
で
あ
る
の
は
、
往
来
す
る
信
者
の
道
し
る
べ

で
、「
こ
れ
よ
り
二
町
」
と
か
「
こ
れ
よ
り
三
町
」

と
か
、
里
数
の
違
う
石
柱
が
方
々
に
立
て
ら
れ

ら
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
大
部
分
は
不
明
に
な

っ
た
が
、
幸
い
門
前
の
も
の
が
残
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。 

明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
清

光
寺
は
火
災
に
あ
い
、
山
門
・
鐘
楼
・
九
品
院

を
残
し
て
焼
失
し
た
。
本
尊
は
明
治
の
末
に
京

都
の
妙
心
院
三
十
三
間
堂
か
ら
迎
え
ら
れ
た
。

す
ば
ら
し
い
弥
陀
三
尊
で
、
定
朝
様
式
を
伝
え
、

国
の
重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。
桧
材
の
寄

木
造
り
の
上
に
漆
箔
を
お
い
た
も
の
。
座
高
は

八
七
セ
ン
チ
、
均
整
の
と
れ
た
お
姿
で
来
迎
印

を
結
び
、
慈
悲
深
い
ま
な
ざ
し
で
静
か
に
衆
生

を
見
つ
め
る
態
度
に
は
、
尊
い
品
格
が
た
だ
よ

っ
て
い
る
。
脇
侍
の
観
音
菩
薩
は
蓮
台
を
持
ち
、

勢
至
菩
薩
は
蓮
華
を
持
っ
て
い
る
。
上
も
に
跪

坐
像
で
あ
る
が
、
像
高
は
七
〇
セ
ン
チ
。
阿
弥

陀
さ
ま
の
前
に
出
て
、
す
ば
や
く
念
仏
者
を
西

方
浄
土
に
迎
え
よ
う
と
す
る
姿
が
実
に
す
ば
ら

し
い
。
本
堂
に
入
る
と
い
う
に
い
わ
れ
ぬ
落
ち

つ
き
が
出
て
、
自
然
と
三
尊
仏
に
ひ
き
つ
け
ら

れ
る
。
私
は
ご
本
尊
を
拝
ま
せ
て
い
た
だ
き
、

旅
の
疲
れ
も
ふ
っ
と
ん
で
し
ま
っ
た
。
浄
土
宗

の
宗
宝
に
も
れ
て
い
る
の
が
不
思
議
で
あ
る
。

ど
う
し
た
手
違
い
で
あ
ろ
う
か
。 

 

清
光
寺
に
は
祐
天
上
人
お
名
号
の
護
符
が
あ

る
。
タ
テ
三
セ
ン
チ
、
ヨ
コ
五
ミ
リ
の
も
の
で
、
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薄
い
和
紙
に
木
版
ず
り
の
も
の
。
十
枚
ほ
ど
つ

な
が
っ
て
い
る
。
護
符
の
包
紙
に
は
「
除
病
拝

服
名
号
」
と
あ
り
、「
松
阪
市
清
光
寺
奉
賛
会
寺

務
所
」
の
朱
印
が
お
し
て
あ
る
。
さ
ら
に
三
折

の
内
側
に
注
意
と
し
て
「
此
ノ
名
号
ヲ
清
水
ニ

浮
ベ
、
南
無
仏
ト
十
遍
称
工
、
病
気
平
癒
ヲ
祈

り
ツ
ツ
拝
殿
イ
タ
シ
マ
ス
」
と
あ
る
。
き
れ
い

な
水
に
浮
か
べ
て
飲
み
こ
む
も
の
で
あ
る
。
こ

の
名
号
護
符
と
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
が
京
都

百
万
遍
知
恩
寺
に
も
あ
る
。
も
と
も
と
は
祐
水

上
人
が
毎
月
十
五
日
に
知
恩
寺
で
百
万
遍
念
仏

を
行
い
、
そ
こ
に
集
っ
た
信
者
に
護
符
を
投
げ

た
と
い
う
。
こ
れ
は
昔
か
ら
「
厄
除
名
号
」
と

し
て
善
男
善
女
か
ら
感
謝
さ
れ
て
い
た
が
、
最

近
は
こ
の
護
符
が
あ
る
こ
と
す
ら
知
ら
れ
て
い

な
い
。
し
か
し
、
京
都
大
学
の
医
学
部
の
先
生

方
が
外
国
旅
行
を
す
る
と
き
に
は
、
水
あ
た
り

の
妙
薬
と
し
て
必
ず
持
参
す
る
と
い
う
。
科
学

の
先
端
を
ゆ
く
お
医
者
さ
ん
が
持
参
す
る
の
は

不
思
議
な
気
も
す
る
が
、
き
き
め
は
抜
群
ら
し

い
。 

 

医
学
の
進
ん
だ
現
代
で
も
、
病
気
は
一
番
恐

れ
ら
れ
て
い
る
。
ど
の
病
院
も
、
患
者
さ
ん
で

い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。
ま
し
て
二
百
年
も
前
で
あ

れ
ば
、
ど
ん
な
に
病
を
恐
れ
た
か
想
像
で
き
る
。

そ
の
現
実
を
み
つ
め
て
念
仏
布
教
に
と
り
入
れ

た
効
果
は
大
き
い
。
清
光
寺
で
は
、
今
で
も
「
御

宝
号
」
と
し
て
祐
天
上
人
よ
り
い
た
だ
い
た
お

名
号
を
版
刻
し
て
信
者
に
与
え
、
病
め
る
人
々

に
は
護
符
を
授
け
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
今

後
も
人
々
の
心
が
和
む
こ
と
を
祈
り
た
い
。 


