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祐天寺沿革史 

 

江
戸
に
幕
府
が
開
か
れ
て
か
ら
百
年
、
世
の

中
は
す
っ
か
り
落
ち
つ
き
、
町
人
た
ち
の
生
活

も
豊
か
に
な
っ
て
、
き
ら
び
や
か
な
風
俗
が
目

に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
念
仏
の
教
え
も
深
く

人
々
の
心
を
み
た
し
、
生
活
の
一
部
に
な
っ
て

い
っ
た
。
そ
の
中
心
と
な
っ
て
尊
敬
さ
れ
て
い

た
の
が
祐
天
上
人
で
あ
る
。
そ
の
名
声
は
あ
ま

り
に
高
く
、
将
軍
や
大
奥
の
人
々
を
は
じ
め
、

武
士
や
町
民
ま
で
、
多
く
の
人
々
か
ら
生
き
仏

と
し
て
親
し
ま
れ
た
。 

 

高
齢
の
た
め
、
増
上
寺
住
職
を
退
か
れ
た
祐

天
上
人
は
、
麻
布
竜
土
の
禅
室
で
静
養
さ
れ
て

い
た
が
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
の
春
ご
ろ

か
ら
健
康
が
す
ぐ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
毎

日
の
勤
行
や
お
名
号
を
書
く
こ
と
は
休
ま
な
か

っ
た
。
看
護
に
つ
と
め
て
い
た
祐
海
上
人
を
は

じ
め
、
周
囲
の
人
々
は
無
理
を
し
な
い
よ
う
に

と
願
っ
た
が
、
祐
天
上
人
は
き
き
い
れ
な
か
っ

た
。
上
人
の
元
気
な
う
ち
、
ぜ
ひ
会
い
た
い
と

考
え
ら
れ
た
八
代
将
軍
吉
宗
は
、
こ
の
年
四
月

三
十
日
増
上
寺
で
会
い
、
お
十
念
を
授
か
り
、

ご
法
話
を
聞
い
て
満
足
さ
れ
た
。 

 

祐
天
上
人
の
往
生
が
近
い
こ
と
を
感
じ
た
祐

海
上
人
は
、
早
く
廟
所
を
決
め
、
そ
こ
で
、
常

念
仏
を
続
け
た
い
と
考
え
、
上
人
を
許
し
を
え

た
。
と
こ
ろ
が
当
時
は
新
し
く
寺
を
建
て
る
こ

と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
と
く
に
吉
宗
の
時
代

は
一
番
き
び
し
い
と
き
で
あ
っ
た
。
思
う
よ
う

に
い
か
ず
困
っ
て
い
た
矢
先
、
七
月
十
五
日
、

八
十
二
歳
の
祐
天
上
人
は
遷
化
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。
中
陰
の
法
要
は
麻
布
竜
土
の
禅
室
で
す
ま

せ
た
が
、
ま
だ
廟
所
は
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。

祐
海
上
人
は
寺
社
奉
行
の
土
井
利
忠
を
は
じ
め
、

大
奥
老
女
の
常
盤
井
な
ど
、
八
方
に
手
を
つ
く

し
て
廟
所
の
申
請
を
続
け
た
。
そ
の
か
い
あ
っ

て
、
十
月
十
四
日
下
目
黒
善
久
院
の
話
が
ま
と

ま
っ
た
。 

 

寛
永
三
年
（
一
六
ニ
六
）
覚
随
上
人
は
、
目

黒
の
北
川
久
左
衛
門
の
帰
依
を
え
て
、
彼
の
土

地
四
百
坪
の
寄
進
を
う
け
て
一
宇
を
建
立
、
久

左
衛
門
の
菩
提
を
弔
う
た
め
法
名
を
と
っ
て
善

久
院
と
い
っ
た
。
善
久
院
の
本
寺
は
増
上
寺
山

内
の
月
界
院
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
祐
天
上
人

は
、
目
黒
あ
た
り
に
廟
所
を
つ
く
り
た
い
と
考

え
て
お
ら
れ
、
あ
る
程
度
の
資
金
も
た
く
わ
え

て
い
た
が
、
目
黒
は
お
鷹
場
で
あ
り
、
寺
の
移

転
も
無
理
で
あ
っ
た
。
幸
い
小
さ
な
寺
で
は
あ

っ
た
が
善
久
院
と
の
間
に
話
が
つ
い
た
。
つ
ま

り
祐
海
上
人
は
百
両
で
こ
の
寺
を
買
っ
て
住
職

と
な
り
、
覚
随
上
人
は
隠
居
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
寺
は
い
た
み
が
ひ
ど
か
っ
た
た
め
に
取
り

こ
わ
し
、
新
た
に
廟
所
と
常
念
仏
堂
（
本
堂
）

を
建
て
、
さ
ら
に
麻
布
竜
土
の
家
作
を
引
き
移

し
て
、
一
応
の
形
は
と
と
の
っ
た
。
し
か
し
実

際
に
は
新
寺
の
建
立
と
か
わ
り
な
く
、
当
時
と

し
て
は
大
破
格
で
あ
っ
た
。 

 

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
十
月
十
四
日
、
六

代
将
軍
家
宣
遷
化
の
と
き
、
導
師
を
つ
と
め
た

の
は
祐
天
上
人
で
あ
る
。
ま
た
上
人
は
五
代
将

軍
綱
吉
の
母
桂
昌
院
の
善
知
識
（
注
）
に
も
な

り
、
大
奥
の
人
々
も
、
生
き
た
仏
様
と
し
て
敬

っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
上
人
の
徳
が
、
将
軍
を

は
じ
め
、
多
く
の
人
々
の
善
意
に
よ
っ
て
む
く

い
ら
れ
、
廟
所
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
ろ
う
。
祐
天
上
人
が
な
く
な
ら
れ
た
と
き
、

家
宣
の
側
室
月
光
院
は
、
め
で
た
く
廟
所
が
で

き
た
と
き
は
、
水
引
に
し
て
下
さ
い
と
赤
地
の

金
襴
一
巻
と
紫
飛
金
の
紗
の
袈
裟
地
ニ
巻
を
寄

進
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
す
で
に
月
光
院
の
頭
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の
中
に
は
、
祐
天
上
人
の
廟
所
の
青
写
真
が
で

き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
善
久
院
の
口
添
も
、

月
光
院
の
力
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
し
か
し
祐
海
上
人
を
は
じ
め
、
多
く

の
弟
子
た
ち
は
、
何
と
し
て
も
廟
所
を
作
り
、

祐
天
上
人
の
報
恩
の
た
め
、
常
念
仏
を
実
行
し

よ
う
と
活
発
な
運
動
を
展
開
し
た
。
師
僧
を
思

う
こ
の
誠
実
さ
が
多
く
の
人
々
に
感
銘
を
与
え

た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
享

保
三
年
（
一
七
一
八
）
閏
十
一
月
五
日
、
将
軍

吉
宗
の
許
可
が
お
り
た
。
工
事
は
順
調
に
す
す

み
、
翌
享
保
四
年
（
一
八
一
九
）
二
月
十
七
日
、

入
仏
供
養
が
行
わ
れ
た
。 

 

お
練
り
の
行
列
は
麻
布
竜
土
か
ら
出
発
し
た
。

前
後
左
右
を
武
士
に
護
ら
れ
た
行
列
は
、
祐
天

上
人
の
真
影
を
先
頭
に
、
御
舎
利
、
御
舌
根
、

新
住
職
祐
海
上
人
と
続
い
た
。
花
の
好
季
節
、

晴
天
に
恵
ま
れ
た
こ
の
行
列
を
、
一
目
拝
ん
で

結
縁
し
よ
う
と
す
る
善
男
善
女
は
沿
道
に
あ
ふ

れ
、
交
通
整
理
を
す
る
の
が
大
変
で
あ
っ
た
と

い
う
。
ま
れ
に
み
る
花
や
か
な
行
列
は
、
江
戸

町
民
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。 

 

こ
う
し
て
一
応
諸
堂
は
と
と
の
っ
た
が
、
肝

心
の
寺
号
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
祐
海
上
人
は

享
保
四
年
二
月
四
日
に
祐
天
寺
の
寺
号
を
申
請

し
た
。
と
こ
ろ
が
新
寺
法
度
の
た
め
、
当
分
の

間
は
善
久
院
祐
天
寺
と
続
け
て
呼
ぶ
よ
う
に
と

申
し
わ
た
さ
れ
た
。
祐
天
寺
と
正
式
に
み
と
め

ら
れ
た
の
は
、
享
保
八
年
（
一
七
ニ
三
）
正
月

十
三
日
か
ら
で
あ
る
。
祐
海
上
人
は
、
明
顕
山

祐
天
寺
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
往
生
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
書
い
て
新
し
い
像
を
胎
内
に
納
め

た
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
月
光
院
の
力
添
え
に

よ
り
、
晴
れ
て
明
顕
山
善
久
院
祐
天
寺
と
公
称

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
祐
天
寺
は
、

名
僧
の
廟
所
に
ふ
さ
わ
し
く
充
実
さ
れ
、
発
展

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

（
注
）
念
仏
の
教
え
に
導
く
善
き
人 


