
 

専称院の中興 
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 

 

東
京
中
板
橋
の
専
称
院
に
長
夜
燈
が
あ
る
。

こ
れ
は
文
政
二
年
（
一
八
二
〇
）
二
月
の
彼
岸

に
、
臼
倉
豊
利
が
建
て
た
も
の
で
、
今
は
変
形

し
た
五
輪
塔
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
が
、
昔

は
火
袋
の
つ
い
た
長
夜
燈
で
あ
っ
た
。
い
つ
し

か
火
袋
が
こ
わ
れ
て
し
ま
い
、
上
の
笠
が
そ
の

ま
ま
基
壇
に
つ
け
ら
れ
た
た
め
、
石
塔
の
よ
う

な
形
に
な
っ
た
。
昭
和
十
年
に
豊
島
（
北
区
）

か
ら
板
橋
に
移
し
た
も
の
で
、
現
在
は
通
路
に

面
し
た
塀
の
前
に
建
っ
て
い
る
。
長
夜
燈
の
左

右
に
記
さ
れ
た
銘
に
よ
る
と
専
称
院
の
本
堂
が

再
建
さ
れ
た
の
は
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）

九
月
一
日
で
あ
り
、
閻
魔
堂
は
本
堂
か
ら
遅
れ

る
こ
と
十
四
年
、
文
化
十
年
六
月
二
十
七
日
に

再
建
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
の
住
持
は

十
二
世
の
梁
誉
で
、
世
話
人
は
豊
島
村
の
石
井

大
右
衛
門
・
臼
倉
文
右
衛
門
・
臼
倉
四
郎
左
衛

門
の
三
人
で
あ
っ
た
。 

 

長
夜
燈
の
裏
面
に
は
専
称
院
の
概
略
が
刻
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
専
称
院
は
奈
良

時
代
の
聖
武
天
皇
の
こ
ろ
、
豊
島
清
光
が
開
創

し
た
寺
と
な
っ
て
い
る
。『
専
称
院
縁
起
』
に
よ

る
と
、
聖
武
天
皇
の
こ
ろ
、
武
蔵
国
の
豪
族
豊

島
清
光
が
、
豊
島
郡
内
の
七
か
所
に
七
仏
を
安

置
す
る
願
を
お
こ
し
、
行
基
菩
薩
に
依
頼
し
て

作
ら
れ
た
一
寺
で
あ
る
と
い
う
。
七
仏
と
い
う

の
は
釈
迦
・
薬
師
・
観
音
・
勢
至
・
弥
陀
・
不

動
・
地
蔵
で
あ
り
、
専
称
院
は
地
蔵
を
安
置
し

た
寺
で
あ
っ
た
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
専
称
院
は

「
亀
嶋
山
地
蔵
寺
専
称
院
」
と
い
い
い
、
現
在

も
内
陣
の
右
脇
壇
に
、
舟
形
光
背
を
も
っ
た
地

蔵
菩
薩
立
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く

こ
れ
が
昔
の
本
尊
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
仏
像
は

室
町
時
代
の
も
の
で
あ
る
。 

 

豊
島
氏
の
先
祖
秩
父
武
常
は
平
氏
の
出
で
あ

る
が
、
豊
島
郡
に
住
ん
だ
た
め
豊
島
氏
と
称
し
、

基
盤
を
作
っ
た
。
や
が
て
源
頼
義
に
仕
え
て
前

九
年
の
役
に
参
加
し
た
が
、
孫
の
清
光
は
源
頼

朝
に
仕
え
た
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
専
称
院
を
開
創
し
た
と
い
う
清
光
は
奈

良
時
代
の
人
で
は
な
く
、
鎌
倉
時
代
の
人
で
あ

る
。
さ
ら
に
本
尊
と
思
わ
れ
る
地
蔵
は
室
町
の

も
の
で
あ
れ
ば
、
専
称
院
の
開
創
は
室
町
以
後

と
な
る
。
そ
の
後
豊
島
氏
の
滅
亡
と
と
も
に
寺

も
傾
き
、
わ
ず
か
に
村
の
地
蔵
堂
と
し
て
、
民

間
信
仰
の
上
に
支
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。 

 

長
夜
燈
の
銘
に
よ
る
と
、
宝
永
二
年
（
一
七

〇
五
）
臼
倉
四
郎
左
衛
門
が
祐
天
上
人
の
教
示

に
よ
っ
て
堂
宇
を
再
興
し
て
一
寺
と
し
、
専
称

院
と
い
う
念
仏
道
場
に
し
た
と
い
う
。『
武
江
年

表
』
に
は
宝
永
四
年
と
あ
っ
て
二
年
の
誤
差
が

あ
る
。『
専
称
院
縁
起
』
に
よ
る
と
、
豊
島
に
住

む
臼
倉
四
郎
左
衛
門
は
、
祐
天
上
人
が
牛
嶋
に

す
ん
だ
こ
ろ
か
ら
の
信
者
で
あ
っ
た
。
宝
永
二

年
、
臼
倉
夫
妻
は
祐
天
上
人
に
あ
い
、
村
中
の

も
の
に
十
念
を
授
け
て
ほ
し
い
と
要
請
し
た
。

そ
こ
で
祐
天
上
人
は
、
臼
倉
家
の
隣
地
に
あ
る

地
蔵
堂
で
村
人
に
十
念
を
授
け
た
の
ち
、
こ
の

堂
を
寺
に
取
り
た
て
、
念
仏
弘
通
の
助
け
に
し

た
い
と
い
っ
た
の
で
、
近
隣
の
人
々
は
大
変
よ

ろ
こ
び
、
お
互
い
に
浄
財
を
持
ち
よ
り
、
一
年

あ
ま
り
で
寺
を
建
立
し
た
。
宝
永
四
年
正
月
二

十
七
日
、
祐
天
上
人
は
多
く
の
僧
侶
を
引
き
つ

れ
て
入
仏
法
要
を
し
、
亀
嶋
山
地
蔵
寺
専
称
院

と
称
号
し
、
小
石
川
伝
通
院
の
末
寺
に
加
え
た

と
い
う
。
こ
れ
は
事
実
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

こ
の
と
き
の
本
尊
は
ま
だ
地
蔵
菩
薩
で
あ
っ
た
。 

 

『
専
称
院
財
産
目
録
』
に
よ
る
と
、
本
尊
阿

弥
陀
如
来
は
、
宝
永
八
年
四
月
二
十
五
日
に
、
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駒
込
浅
嘉
町
の
信
徒
が
寄
附
し
、
祐
天
上
人
が

開
眼
供
養
を
行
っ
た
と
あ
る
。
今
度
修
理
の
際

胎
内
よ
り
日
課
念
仏
帳
が
出
て
き
た
。
だ
れ
の

も
の
で
あ
る
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
タ
テ
五
セ

ン
チ
、
ヨ
コ
一
五
セ
ン
チ
の
袋
と
じ
四
〇
枚
の

帳
面
に
、
小
さ
な
字
で
び
っ
し
り
書
き
つ
め
て

あ
る
。
八
千
遍
ぐ
ら
い
に
な
ろ
う
か
。
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
で
は
あ
る
が
、
毎
日
書
き
つ
が
れ
て
い

る
。
本
願
の
主
に
な
っ
た
臼
倉
四
郎
左
衛
門
の

も
の
と
見
る
の
が
常
識
で
あ
る
が
、
記
名
が
無

い
の
は
残
念
で
あ
る
。
当
時
と
し
て
は
良
い
で

き
の
阿
弥
陀
仏
坐
像
で
あ
る
。
こ
う
し
て
も
と

か
ら
安
置
さ
れ
て
い
た
地
蔵
菩
薩
は
本
尊
で
な

く
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
信
仰
は
今
も
続
い
て

い
る
。 

 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
旧
専
称
院
は
北
区
豊
島

の
隅
田
川
べ
り
に
あ
っ
た
。
中
世
に
よ
く
河
川

が
は
ん
ら
ん
し
、
多
く
の
犠
牲
者
が
出
た
。
そ

こ
で
い
つ
し
か
こ
れ
ら
の
人
々
を
供
養
す
る
た

め
に
建
て
ら
れ
た
の
が
地
蔵
寺
で
あ
っ
た
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
地
蔵
様
を
本
尊
と
し
て
い
た
の

も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
数
回
の
災
害
で

寺
も
傾
き
、
無
住
の
時
代
が
続
い
た
。
ち
ょ
う

ど
そ
の
こ
ろ
豊
島
村
で
、
寺
を
ま
も
る
役
を
し

て
い
た
の
が
臼
倉
四
郎
左
衛
門
で
あ
っ
た
。
彼

は
牛
嶋
時
代
か
ら
祐
天
上
人
に
帰
依
し
て
い
た

関
係
か
ら
、
祐
天
上
人
に
お
願
い
し
、
寺
の
再

興
を
は
か
り
た
い
と
考
え
た
。
当
時
祐
天
上
人

は
小
石
川
伝
通
院
の
住
職
で
、
幕
府
や
大
奥
に

絶
大
な
信
頼
が
あ
り
、
増
上
寺
の
住
職
と
同
格

に
扱
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
祐
天
上
人
の
働
き
か

け
に
よ
っ
て
地
蔵
寺
は
再
建
さ
れ
、
浄
土
宗
の

専
称
院
と
い
う
念
仏
道
場
に
な
っ
た
。
関
東
の

浄
土
宗
寺
院
の
中
に
は
、
中
興
開
山
と
ま
で
は

い
わ
な
く
と
も
、
祐
天
上
人
の
力
に
よ
っ
て
再

興
で
き
た
寺
院
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
鎌
倉
幕

府
の
大
仏
様
（
高
徳
院
）
や
専
称
院
は
そ
の
代

表
と
い
え
よ
う
。 


