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祐天寺沿革史 

 

桂
昌
院
は
三
代
将
軍
・
徳
川
家
光
の
側
室
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
徳

川
綱
吉
（
幼
名
徳
松
）
を
生
ん
だ
。
桂
昌
院
の

懐
妊
の
と
き
、
新
義
真
言
宗
の
亮
賢
は
卜
筮
を

求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
「
こ
の
子
は
必
ず
天
下

を
治
め
る
よ
う
に
な
る
」
と
上
申
し
た
。
そ
の

後
、
祈

を
命
ぜ
ら
れ
、
無
事
男
子
の
誕
生
を

み
た
た
め
、
こ
れ
以
降
も
桂
昌
院
の
た
め
に
祈

祷
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

延
宝
八
年
（
一
六
六
〇
）
五
月
、
た
び
た
び

病
床
に
あ
っ
た
四
代
将
軍
・
家
綱
が
危
篤
と
な

り
、
舘
林
二
五
万
石
の
城
主
で
あ
っ
た
綱
吉
は

将
軍
家
に
迎
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
家
綱
死
後
、

江
戸
城
本
丸
に
入
り
、
兄
の
後
継
者
と
な
っ
た
。

将
軍
と
な
っ
た
綱
吉
は
、
翌
天
和
元
年
二
月
、

生
母
・
桂
昌
院
の
た
め
に
、
高
田
薬
園
の
地
に
、

祈
願
寺
で
あ
る
護
国
寺
を
建
立
し
、
亮
賢
を
そ

の
住
持
と
し
た
。
元
禄
三
年
に
は
護
摩
堂
も
完

成
し
、
祈
祷
寺
と
し
て
の
体
裁
が
と
と
の
っ
た
。

こ
れ
以
後
、
綱
吉
は
十
六
回
参
詣
し
て
い
る
が
、

十
四
回
は
桂
昌
院
の
生
前
で
あ
る
。
将
軍
が
親

子
で
の
ん
び
り
で
き
る
日
は
、
こ
の
と
き
ば
か

り
で
あ
る
。
と
も
に
好
き
な
論
議
を
聴
き
、
綱

吉
も
儒
教
の
講
義
を
し
て
上
機
嫌
に
な
り
、
母

と
の
そ
ぞ
ろ
歩
き
を
楽
し
ん
だ
。 

 

桂
昌
院
は
自
分
の
祈

寺
を
持
つ
ほ
ど
で
あ

っ
た
か
ら
、
仏
教
に
対
す
る
信
仰
が
厚
か
っ
た
。

浄
土
宗
と
の
結
び
つ
き
は
元
禄
七
年
ご
ろ
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
年
、
増
上
寺
了
也
上
人
は
江
戸

城
三
の
丸
に
う
か
が
い
、
延
年
転
寿
の
法
談
を

行
っ
た
が
、
こ
れ
を
縁
と
し
て
増
上
寺
に
も
参

詣
し
、
法
問
を
聴
か
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

こ
の
と
き
祐
天
上
人
は
法
問
に
出
席
す
る
メ
ン

バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
。
と
く
に
元
禄
十
年
の

法
問
の
と
き
は
、
念
仏
は
現
在
も
未
来
も
利
益

あ
る
も
の
で
、
下
人
の
み
が
唱
え
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
た
め
桂
昌
院
は
感

激
し
、
念
仏
に
対
す
る
疑
問
を
除
く
と
同
時
に
、

上
人
に
対
し
て
一
目
お
く
よ
う
に
な
っ
た
。
翌

十
一
年
三
月
九
日
に
行
わ
れ
た
「
現
世
無
比
楽
」

の
説
法
は
、
極
楽
に
生
れ
る
す
ば
ら
し
さ
を
説

い
た
も
の
で
、
一
層
の
帰
依
を
う
る
よ
う
に
な

っ
た
。
当
時
の
祐
天
上
人
は
、
出
世
を
好
ま
ず
、

牛
島
に
閑
居
し
、
庶
民
の
救
済
に
心
を
く
だ
い

て
い
る
と
き
で
あ
っ
た
。
桂
昌
院
は
そ
の
様
子

を
聞
い
て
関
心
し
、
ぜ
ひ
大
寺
の
住
職
に
し
た

い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
将
軍
の
綱
吉
に
は
か
り
、

関
東
の
名
刹
で
あ
る
生
美
（
千
葉
県
）
の
大
巖

寺
に
入
る
こ
と
を
命
じ
た
。
実
力
が
あ
り
信
望

が
あ
っ
た
祐
天
上
人
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で

大
寺
の
住
職
は
断
り
続
け
て
い
た
。
し
か
し
将

軍
命
と
あ
れ
ば
、
断
る
こ
と
も
で
き
ず
、
元
禄

十
二
年
二
月
大
巖
寺
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
翌
十
三
年
の
七
月
に
は
、
以
前
、
師
僧
・

檀
通
上
人
に
つ
い
て
修
行
し
た
、
な
つ
か
し
い

飯
沼
弘
経
寺
（
水
海
道
市
）
の
住
職
に
な
っ
た
。 

 

元
禄
十
六
年
に
な
る
と
、
桂
昌
院
は
体
の
不

調
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
お
灸

を
す
え
た
り
、
終
夜
、
祈

を
続
け
た
り
す
る

こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
三
の
丸
で
は
真
言
僧
の

隆
光
や
快
意
が
論
議
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
七
十
七
歳
の
老
齢
で
あ
る
。
期
待
は
無
理

で
あ
っ
た
。
心
は
極
楽
に
向
っ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
宝
永
元
年
正
月
、
お
ち
つ
い
た
桂

昌
院
の
た
め
に
、
綱
吉
も
出
席
し
て
本
復
の
祝

儀
が
行
わ
れ
た
が
、
二
月
に
入
る
と
新
た
な
心

配
が
お
こ
っ
た
。
綱
吉
の
長
女
で
紀
州
の
徳
川

綱
教
へ
嫁
し
た
鶴
姫
の
病
状
が
悪
化
し
た
。
護

持
院
・
護
国
寺
で
は
、
五
十
人
の
僧
を
集
め
て
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真
読
大
般
若
法
会
を
行
っ
た
が
無
駄
で
あ
っ
た
。

四
月
十
二
日
夜
、
二
十
八
歳
で
極
楽
に
旅
立
っ

た
。
か
わ
い
い
孫
娘
の
病
状
に
つ
い
て
桂
昌
院

に
は
知
ら
せ
て
な
か
っ
た
。
突
然
死
を
知
ら
せ

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
風
邪
ぎ
み

で
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
さ
れ
に
病
状
の
悪
化
し

た
こ
と
、
そ
し
て
万
一
の
こ
と
が
あ
っ
て
も
悲

し
ま
な
い
よ
う
に
と
い
う
配
慮
を
し
た
上
、
一

週
間
後
の
十
八
日
に
死
亡
し
た
こ
と
を
告
げ
た
。

成
人
し
た
た
だ
一
人
の
子
・
鶴
姫
を
失
っ
た
綱

吉
も
悲
し
ん
だ
が
、
桂
昌
院
の
哀
し
さ
も
、
こ

れ
に
増
し
た
。
そ
し
て
孫
の
極
楽
往
生
を
真
剣

に
祈
っ
た
。
翌
宝
永
二
年
四
月
、
ふ
た
た
び
桂

昌
院
は
体
調
を
崩
し
た
。
綱
吉
は
日
常
の
行
事

の
暇
を
み
て
、
毎
日
の
よ
う
に
見
舞
い
、
自
ら

マ
ッ
サ
ー
ジ
を
続
け
る
と
同
時
に
、
医
者
に
病

状
を
き
き
、
薬
の
指
示
ま
で
行
っ
た
が
、
快
方

に
は
向
わ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
六
月
ニ
十
二
日
、

増
上
寺
前
住
・
了
也
上
人
の
十
念
を
授
か
り
、

午
前
十
時
ご
ろ
極
楽
に
旅
立
っ
た
。
七
十
九
歳

で
あ
っ
た
。
少
し
も
苦
し
ま
ず
、
眠
る
よ
う
に

旅
立
っ
た
と
い
う
母
の
様
子
を
聞
い
た
綱
吉
は
、

仏
の
加
護
を
信
じ
目
を
閉
じ
た
。「
位
人
臣
を
き

わ
め
」
一
位
に
ま
で
昇
り
つ
め
た
桂
昌
院
に
未

練
は
な
か
っ
た
。
極
楽
往
生
を
信
じ
、
蓮
の
台

で
主
人
・
家
光
や
鶴
姫
に
会
う
こ
と
を
楽
し
ん

で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
心
境
に

到
達
で
き
た
の
は
、
桂
昌
院
の
信
仰
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
生
き
仏
と
仰
が
れ
た
祐
天
上
人
の

教
化
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
早
く
か
ら
祐

天
上
人
は
大
奥
に
召
さ
れ
、
最
後
に
は
善
知
識

と
な
っ
て
十
念
を
授
け
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

そ
れ
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で

祐
天
上
人
を
信
頼
し
き
っ
た
桂
昌
院
の
姿
を
物

語
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。 

 

翌
二
十
三
日
、
午
後
六
時
、
桂
昌
院
の
棺
は

江
戸
城
を
出
て
増
上
寺
に
運
ば
れ
た
。
そ
し
て

焼
失
後
の
仮
殿
で
前
住
・
了
也
上
人
が
大
導
師

と
な
り
、
雲
臥
・
門
秀
の
二
大
僧
を
は
じ
め
一

山
の
大
衆
が
出
席
し
て
法
会
が
行
わ
れ
た
。
当

時
、
祐
天
上
人
は
伝
通
院
の
住
職
に
な
っ
て
い

た
。
そ
し
て
、
こ
の
三
大
僧
正
と
同
格
の
待
遇

を
う
け
て
江
戸
城
で
も
接
待
さ
れ
て
い
た
だ
け

に
、
法
会
に
列
席
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
今
日
あ
る
自
分
の
立
場
を
築
い
て
く
れ
た

桂
昌
院
に
対
す
る
思
い
は
ひ
と
し
お
で
あ
っ
た

ろ
う
。 


