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祐天寺沿革史 

 

祐
天
寺
に
は
す
ば
ら
し
い
七
条
の
袈
裟
が
残

っ
て
い
る
。
う
す
い
茶
地
に
金
襴
の
唐
艸
（
つ

る
草
）
を
織
り
込
み
、
そ
の
上
に
白
・
緑
・
オ

レ
ン
ジ
・
黄
の
あ
ざ
や
か
な
桐
葉
を
お
い
た
も

の
で
あ
る
。
着
地
は
上
等
の
紗
で
、
裏
地
も
極

う
す
い
紗
で
あ
る
。
こ
れ
が
落
ち
つ
い
た
紺
の

縁
江
に
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
た
め
、
部
分
的
に
紺

地
の
上
に
、
金
襴
の
唐
艸
が
浮
き
出
て
、
み
ご

と
な
調
和
を
た
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
緋
色
の

修
多
羅
（
ひ
も
）
が
強
い
ア
ク
セ
ン
ト
と
な
っ

て
全
体
を
ひ
き
し
め
、
環
は
本
象
牙
の
上
に
鹿

の
皮
を
張
り
、
そ
の
上
を
紺
と
朱
と
オ
レ
ン
ジ

の
線
で
幾
何
学
的
な
模
様
を
あ
し
ら
っ
て
い
る
。

本
当
に
こ
ま
か
な
と
こ
ろ
ま
で
気
を
く
ば
っ
た

上
品
な
袈
裟
で
あ
る
。
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
袈

裟
は
今
と
て
も
作
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
見
は

な
や
か
に
見
え
る
が
、
ど
こ
と
な
く
落
ち
つ
き
、

あ
き
の
こ
な
い
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。
能
の
衣
装

を
思
わ
せ
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
お
そ
ら
く

夏
物
の
打
掛
を
袈
裟
に
仕
立
て
た
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
い
か
に
も
大
奥
か
ら
い
た
だ
い
た

も
の
ら
し
い
。 

 

『
祐
天
寺
記
録
』
に
よ
る
と
正
徳
二
年
（
一

七
一
二
）
三
月
、
祐
天
上
人
は
大
奥
へ
召
さ
れ
、

金
襴
の
織
物
を
い
た
だ
き
、
そ
れ
で
、
九
条
・

七
条
・
五
条
の
三
つ
の
袈
裟
を
仕
立
て
、
法
事

の
と
き
や
、
江
戸
城
に
行
か
れ
る
と
き
に
着
用

さ
れ
た
と
い
う
。
祐
天
寺
に
残
っ
て
い
る
す
ば

ら
し
い
袈
裟
は
、
こ
の
と
き
の
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
祐
天
上
人
と
大
奥
の
関
係
は
ふ
か
い
。
五

代
将
軍
綱
吉
の
母
で
あ
っ
た
桂
昌
院
は
、
上
人

が
牛
嶋
に
隠
遁
さ
れ
、
多
く
の
人
々
を
教
化
し

て
し
た
わ
れ
た
噂
を
き
き
、
使
い
を
出
し
て
浄

土
宗
の
教
え
を
た
ず
ね
ら
れ
、
祐
天
上
人
に
帰

依
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら

将
軍
綱
吉
に
は
た
ら
き
か
け
、
元
禄
十
二
年
（
一

六
九
九
）
二
月
四
日
、
特
別
の
は
か
ら
い
で
、

生
実
大
巖
寺
（
千
葉
市
）
の
住
職
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
翌
年
七
月
に
は
飯
沼
弘
経
寺
（
水
海
道

市
）
住
職
と
な
り
、
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）

十
二
月
に
は
小
石
川
の
伝
通
院
の
住
職
と
な
っ

た
。
こ
れ
ら
の
寺
々
は
い
ず
れ
も
檀
林
寺
院
と

い
い
、
多
く
の
坊
さ
ん
が
修
行
す
る
寺
で
あ
っ

た
。
今
で
い
え
ば
学
校
の
校
長
と
い
っ
て
も
よ

い
。
こ
と
に
伝
通
院
は
増
上
寺
に
つ
ぐ
重
要
な

学
問
所
で
あ
っ
た
。
伝
通
院
に
入
る
と
、
よ
く

大
奥
に
召
さ
れ
て
、
浄
土
宗
の
教
え
を
講
義
す

る
よ
う
に
な
り
、
大
変
尊
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
増
上
寺
門
周
上
人
や
先
住
の
雲

臥
上
人
と
同
じ
よ
う
な
待
遇
を
受
け
る
よ
う
に

な
っ
た
。
い
や
増
上
寺
の
大
僧
正
以
上
に
尊
敬

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
宝
永
二
年

六
月
二
十
二
日
、
桂
昌
院
が
な
く
な
っ
た
と
き

に
は
、
特
別
に
祐
天
上
人
が
大
奥
へ
よ
ば
れ
、

桂
昌
院
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
お
十
念
を
授

け
、
善
知
識
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
は
ま

す
ま
す
将
軍
の
信
任
を
え
、
大
奥
か
ら
も
信
頼

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
六
代
将
軍
家
宣
も
こ

と
の
ほ
か
祐
天
上
人
に
帰
依
さ
れ
、
上
人
を
よ

く
江
戸
城
に
召
し
、
浄
土
の
教
え
を
聞
か
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
お
十
念
を
う
け
、

日
課
念
仏
ま
で
誓
約
さ
れ
た
。
だ
か
ら
息
子
の

家
千
代
（
智
幻
院
）
や
大
五
郎
（
理
岸
院
）
が

な
く
な
っ
た
と
き
に
も
祐
天
上
人
が
導
師
と
な

っ
て
葬
儀
を
す
ま
せ
、
伝
通
院
に
葬
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
先
に
な
く
な

っ
た
清
寿
院
や
清
華
院
を
も
伝
通
院
に
改
葬
し
、

祐
天
上
人
を
導
師
と
し
て
ご
供
養
し
て
い
る
。

将
軍
家
宣
の
帰
依
は
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
つ
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い
に
祐
天
上
人
を
増
上
寺
の
住
職
に
し
、
破
格

の
待
遇
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

正
徳
元
年
十
二
月
六
日
、
家
宣
は
江
戸
城
黒

書
院
に
祐
天
上
人
を
召
し
、
じ
き
じ
き
に
増
上

寺
の
住
職
を
申
し
つ
け
、
即
座
に
大
僧
正
に
任

命
し
た
。
こ
ん
な
こ
と
は
増
上
寺
は
じ
ま
っ
て

以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
祐
天
上
人
は
七
十

六
歳
の
高
齢
で
あ
っ
た
。
元
気
と
は
い
え
、
や

は
り
高
齢
で
あ
る
。
家
宣
は
上
人
の
体
を
心
配

し
、
一
節
の
杖
と
頭
巾
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
、
自

分
の
前
で
も
そ
れ
を
使
用
し
て
よ
い
と
い
う
許

可
を
与
え
て
い
る
。
一
節
と
い
う
か
ら
に
は
竹

の
杖
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
珍
し
い
も
の
で
、

お
そ
ら
く
輸
入
物
で
あ
ろ
う
。
風
邪
を
ひ
い
て

は
困
る
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
将
軍
の
前
で

頭
巾
を
か
ぶ
り
な
が
ら
話
し
あ
う
な
ど
と
い
う

こ
と
は
、
当
時
の
世
相
か
ら
は
大
破
格
で
、
常

識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
く

ら
い
だ
か
ら
、
家
宣
が
紅
葉
山
の
お
霊
屋
（
増

上
寺
）
へ
参
詣
す
る
と
き
で
も
、
め
ん
ど
う
く

さ
い
し
き
た
り
の
作
法
は
し
な
く
と
も
よ
い
と

い
っ
て
い
る
。
い
か
に
祐
天
上
人
を
尊
敬
し
て

い
た
か
が
わ
か
る
。 

 

お
そ
ら
く
家
宣
は
自
分
の
余
命
が
な
い
こ
と

を
さ
と
っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
祐
天
上
人

に
自
分
の
生
命
を
預
け
る
心
境
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
祐
天
上
人
も
鎌
倉
の
大
仏
様
を

復
興
し
て
家
千
代
や
大
五
郎
の
菩
提
を
弔
う
と

と
も
に
、
将
軍
家
宣
の
息
災
を
も
祈
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
正
徳
二
年
十
月
に
入
る

と
様
態
が
悪
化
し
た
。
祐
天
上
人
は
家
康
の
念

持
仏
で
あ
っ
た
黒
本
尊
を
江
戸
城
に
安
置
し
無

事
を
祈
っ
た
。
同
月
十
四
日
家
宣
は
じ
っ
く
り

と
黒
本
尊
を
拝
み
、
祐
天
上
人
か
ら
授
け
ら
れ

た
お
名
号
と
数
珠
を
も
ち
、
お
十
念
を
授
か
っ

て
五
十
一
歳
の
生
涯
を
と
じ
た
。
お
そ
ら
く
こ

の
時
も
拝
領
の
着
地
で
仕
立
て
た
す
ば
ら
し
い

袈
裟
を
つ
け
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
自
分
が

も
っ
と
も
信
頼
し
、
尊
敬
し
、
生
命
も
預
け
た

祐
天
上
人
に
み
と
ら
れ
て
こ
の
世
を
去
っ
た
家

宣
は
し
あ
わ
せ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
家
宣
の
葬
儀

は
、
本
来
な
ら
ば
智
恩
院
の
ご
門
主
が
導
師
と

な
っ
て
行
う
べ
き
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
家
宣

の
遺
言
で
あ
ろ
う
か
。
法
親
王
の
格
式
で
祐
天

上
人
が
導
師
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
葬
儀
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
お
く
る
方
も
、
お
く
ら

れ
る
方
も
感
慨
無
量
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。 


