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正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
十
月
十
四
日
、
徳

川
家
宣
は
極
楽
に
旅
立
っ
た
。
葬
儀
は
増
上
寺

で
、
祐
天
上
人
の
導
師
で
行
わ
れ
た
。
家
宣
は

綱
吉
の
養
子
と
な
り
、
宝
永
六
年
（
一
七
六
〇
）

将
軍
と
な
っ
た
。
家
宣
は
甲
府
藩
以
来
の
側
用

人
間
部
詮
房
を
老
中
と
し
て
重
く
用
い
た
。
そ

し
て
生
類
憐
れ
み
の
令
を
解
き
、
綱
吉
時
代
に

勢
力
を
も
っ
て
い
た
柳
沢
吉
保
を
退
け
、
新
井

白
石
を
信
任
し
て
、
武
家
諸
法
度
や
長
崎
貿
易

改
革
な
ど
、
政
治
の
刷
新
を
計
っ
た
が
、
そ
の

効
を
あ
げ
な
い
う
ち
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
在

職
わ
ず
か
四
年
、
五
十
一
歳
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
翌
年
、
側
室
の
月
光
院
は
将
軍
家
宣
（
文

昭
院
殿
）
追
善
の
た
め
に
、
祐
天
上
人
に
懇
請

し
て
、
一
尺
五
寸
七
分
（
約
50
セ
ン
チ
）
の
阿

弥
陀
仏
立
像
を
求
め
持
念
仏
と
し
た
。
そ
の
後

は
朝
夕
こ
の
阿
弥
陀
仏
に
参
詣
し
て
、
ね
ん
ご

ろ
に
将
軍
の
冥
福
を
祈
っ
た
。 

 

月
光
院
は
は
じ
め
お
き
よ
の
方
、
の
ち
左
京

の
局
と
称
し
、
諱
は
輝
子
と
い
っ
た
。
宝
永
六

年
甲
府
藩
邸
桜
田
御
殿
の
奥
勤
と
な
り
、
綱
豊

（
家
宣
）
に
仕
え
た
。
家
宣
が
将
軍
と
な
っ
た

の
ち
、
同
六
年
七
月
に
鍋
松
（
家
継
）
を
生
ん

だ
。
家
倉
没
後
は
落
飾
し
て
月
光
院
と
号
し
、

翌
年
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
。
才
色
兼
備
し
た
人

で
、
文
学
を
好
み
、
和
漢
の
書
に
通
じ
た
。
こ

と
に
和
歌
は
す
ば
ら
し
く
、「
車
玉
集
」
と
い
う

歌
集
を
も
残
し
て
い
る
。
書
道
も
よ
く
し
、
神

道
や
密
教
に
も
興
味
を
示
し
た
。
そ
の
か
た
わ

ら
楊
弓
や
双
六
・
碁
・
将
棋
な
ど
の
遊
技
に
も

通
じ
て
い
た
文
化
人
で
あ
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
で
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
六
月
、

月
光
院
は
、
こ
ん
な
立
派
な
仏
像
を
、
い
つ
ま

で
も
在
家
に
安
置
し
て
お
い
て
も
供
養
が
で
き

な
い
。
名
残
り
は
多
い
が
祐
天
寺
の
お
内
仏
と

し
て
安
置
し
て
も
ら
っ
た
ら
ど
う
か
と
考
え
、

年
寄
園
田
に
命
じ
て
祐
天
寺
祐
海
上
人
に
そ
の

意
志
を
伝
え
た
。
祐
海
上
人
は
い
つ
で
も
祐
天

寺
に
安
置
す
る
旨
を
伝
え
た
。
そ
の
後
十
月
六

日
、
吹
上
御
殿
の
月
光
院
の
代
参
と
し
て
年
寄

の
海
津
が
、
お
厨
子
に
入
っ
た
御
持
念
仏
、
阿

弥
陀
仏
立
像
を
祐
天
寺
に
持
参
し
た
。
そ
し
て

こ
の
仏
を
末
長
く
祐
天
寺
の
什
宝
に
す
る
こ
と
、

ま
た
天
下
泰
平
の
ご
祈
願
を
し
、
将
軍
文
昭
院

殿
ば
か
り
で
な
く
、
子
息
有
章
院
殿
（
家
継
）

の
追
善
も
す
る
よ
う
に
と
細
々
と
し
た
注
文
を

つ
け
て
祐
天
寺
の
内
仏
と
し
た
。 

 

も
と
も
と
こ
の
阿
弥
陀
仏
は
、
祐
海
上
人
の

持
念
仏
で
あ
っ
た
が
、
故
あ
っ
て
祐
海
上
人
か

ら
祐
天
上
人
に
さ
し
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
祐
天
上
人
は
懇
請
さ
れ
る
ま
ま
に
灯
光
院

に
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ふ
た
た

び
祐
海
上
人
の
も
と
に
帰
っ
て
き
た
こ
と
に
な

る
。
祐
海
上
人
は
因
縁
の
不
思
議
さ
を
感
ぜ
ず

に
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 

翌
七
日
、
祐
海
上
人
は
、
吹
上
御
殿
の
お
年

寄
衆
六
条
・
海
津
・
園
田
に
あ
て
礼
状
を
書
い

て
い
る
。
そ
の
中
で
、
月
光
院
の
思
し
召
し
の

と
お
り
、
阿
弥
陀
仏
像
は
祐
天
寺
の
方
丈
仏
と

し
て
末
長
く
安
置
す
る
よ
う
記
録
に
と
ど
め
、

後
の
世
ま
で
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
。
ま
た
月
光
院

の
信
心
が
退
転
な
く
続
き
、
益
々
仏
道
の
修
行

に
専
念
し
て
、
上
品
上
生
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ

て
い
る
と
い
っ
て
い
る
。
な
お
追
伸
で
、
も
し

ご
本
尊
を
拝
み
た
い
と
き
に
は
、
い
つ
で
も
い

い
つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
申
し
そ
え
て
い
る
。

月
光
院
の
名
残
り
多
い
心
の
中
が
見
え
る
よ
う

だ
。 

 

な
お
月
光
院
は
、
祐
天
寺
に
入
仏
さ
れ
る
と



 

月光院の持念仏 
大正大学教授 玉山成元玉山成元玉山成元玉山成元    

 

－ 2 － 

祐天寺沿革史 

き
、
仏
具
・
荘
厳
な
ど
も
一
緒
に
納
め
ら
れ
た
。

そ
れ
は
い
ず
れ
も
ご
紋
つ
き
の
も
の
で
、
一
、

滅
金
五
具
足
一
通
り
。
一
、
滅
金
御
茶
湯
器
一

通
り
。
一
、
お
供
物
三
方
五
対
。
一
、
黒
塗
御

膳
具
一
通
り
。
一
、
金
襴
御
戸
帳
一
通
り
。
一
、

金
襴
御
打
鋪
大
小
二
通
り
、
で
あ
っ
た
。
そ
の

ほ
か
白
銀
十
枚
を
そ
え
て
納
め
ら
れ
た
。 

 

そ
の
後
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
内
仏
殿

が
完
成
し
、
そ
こ
に
安
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
そ
の
と
き
作
事
料
と
し
て
五
十
両
下
さ

れ
、
か
つ
御
紋
附
唐
銅
灯
籠
一
対
と
、
御
紋
附

御
水
引
御
打
鋪
一
通
も
寄
附
さ
れ
た
。
そ
れ
ば

か
り
で
な
く
、
月
光
院
ご
在
世
中
は
、
正
月
・

五
月
・
九
月
に
か
な
ら
ず
ご
本
尊
に
代
参
を
た

て
ら
れ
、
年
寄
衆
が
参
詣
さ
れ
た
。
そ
の
と
き

お
備
え
も
の
と
し
て
銀
三
枚
を
つ
つ
ま
れ
た
。 

 

宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
十
月
、
月
光
院
の

お
付
ご
用
人
で
あ
っ
た
握
美
伊
勢
守
が
、
若
年

寄
松
平
宮
内
少
輔
の
使
と
し
て
祐
天
寺
を
た
ず

ね
、
月
光
院
の
持
念
仏
を
永
代
供
養
す
る
よ
う

に
と
、
銀
三
十
枚
を
寄
附
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が

こ
の
月
の
十
九
日
、
月
光
院
は
六
十
八
歳
で
逝

去
さ
れ
た
。
法
名
は
「
月
光
院
理
誉
清
玉
智
天

大
禅
定
尼
」
と
い
う
。
将
軍
家
宣
と
同
じ
く
芝

増
上
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
お
内
仏
を

永
代
供
養
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
阿
弥
陀
仏
に

厚
い
信
仰
を
い
だ
き
続
け
た
月
光
院
の
追
善
供

養
も
か
ね
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。 


