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祐天寺沿革史 

鐘
に
恨
み
は
数
々
ご
ざ
る
。
初
夜
の
鐘
を
撞

く
と
き
は
、
諸
行
無
常
と
ひ
び
く
な
り
。
… 

 

長
唄
の
名
曲
『
京
鹿
子
娘
道
成
寺
』
の
す
ば

ら
し
い
音
色
と
と
も
に
、
き
ら
び
や
か
な
舞
台

が
ぱ
っ
と
広
が
る
。
春
爛
漫
の
明
る
さ
は
、
晴

れ
や
か
な
白
拍
子
の
姿
と
と
も
に
、
幽
玄
の
世

界
へ
と
導
い
て
ゆ
く
。
道
成
寺
の
鐘
供
養
の
情

景
で
あ
る
。
祐
天
寺
で
も
に
ぎ
や
か
に
鐘
供
養

が
行
わ
れ
た
。 

 

梵
鐘
完
成
の
十
年
後
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）、

文
昭
院
（
将
軍
徳
川
家
宣
）
の
二
十
七
回
忌
の

追
善
と
し
て
、
ふ
た
た
び
天
英
院
（
家
宣
室
）

か
ら
昼
夜
十
二
時
の
時
の
鐘
に
す
る
よ
う
に
と

命
令
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
年
八
月
二
十
一
日
、

御
用
人
酒
井
が
使
い
と
な
り
、
書
状
と
金
子

（
銭
）
を
持
っ
て
き
た
。
こ
の
書
状
に
よ
る
と
、

方
々
に
あ
る
時
の
鐘
の
費
用
は
一
様
で
な
い
が
、

増
上
寺
切
り
通
し
の
鐘
は
一
か
年
分
二
四
両
余

で
勤
め
て
い
る
。
だ
か
ら
祐
天
寺
の
鐘
も
こ
れ

と
同
じ
よ
う
に
し
ろ
と
い
う
。
そ
し
て
永
代
撞

き
料
と
し
て
二
百
両
を
寄
進
さ
れ
た
。 

 

と
こ
ろ
が
面
白
い
こ
と
に
、
利
子
で
運
用
す

る
よ
う
に
と
い
う
。
つ
ま
り
金
は
二
百
両
や
る
。

こ
れ
を
年
一
割
半
の
利
子
で
貸
せ
ば
三
〇
両
に

な
る
。
切
り
通
し
の
鐘
は
一
年
に
二
四
両
余
で

撞
く
の
だ
か
ら
、
祐
天
寺
の
鐘
も
こ
れ
と
同
様

に
す
れ
ば
一
年
に
五
両
余
分
に
な
る
。
だ
か
ら

十
分
に
あ
る
の
こ
利
子
で
永
久
に
撞
く
よ
う
に

し
ろ
と
い
う
。
撞
き
料
が
一
年
間
に
二
五
両
か

か
れ
ば
、
二
百
両
寄
進
し
て
も
八
年
間
の
費
用

に
し
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
永
代
鐘
撞
料
に

は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
当
時
行
わ
れ
て
い
た
高

利
貸
し
を
さ
せ
、
二
百
両
を
元
金
と
し
て
、
そ

の
利
子
を
永
代
鐘
撞
料
に
し
ろ
と
い
う
。
そ
れ

に
し
て
も
利
子
の
入
る
の
は
来
年
で
あ
る
か
ら
、

今
年
分
と
し
て
二
〇
両
、
つ
ご
う
二
二
〇
両
を

寄
進
さ
れ
た
。 

 

喜
こ
ん
だ
祐
天
寺
で
は
、
早
速
時
の
鐘
を
撞

い
て
も
よ
い
か
ど
う
か
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
十
月

十
四
日
の
文
昭
院
の
二
十
七
回
忌
の
当
日
か
ら

撞
く
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
九
月
十
九

日
に
、
来
る
十
月
九
・
十
・
十
一
の
三
日
間
供

養
の
法
要
を
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
、
同
二
十

二
日
に
は
、
天
英
院
が
着
用
し
て
い
た
服
三
重

を
下
さ
れ
た
。
こ
れ
を
袈
裟
に
し
て
法
要
の
と

き
着
用
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

の
袈
裟
は
現
存
し
な
い
が
、
御
台
所
の
着
用
し

た
も
の
だ
け
に
、
美
し
い
も
の
で
あ
っ
た
に
相

違
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
自
分
の
着
物
を
袈
裟

に
仕
立
て
て
、
亡
夫
の
回
向
の
と
き
に
着
用
す

る
よ
う
に
と
い
う
天
英
院
の
気
持
ち
は
奥
ゆ
か

し
い
。
将
軍
家
宣
在
世
の
と
き
に
用
い
た
、
き

ら
び
や
か
な
打
掛
は
家
宣
に
供
養
し
、
以
後
自

分
は
質
素
に
世
を
送
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
か

ら
で
あ
ろ
う
。
天
英
院
の
奥
ゆ
か
し
い
清
楚
な

心
が
感
じ
ら
れ
て
気
持
ち
よ
い
。 

 

ま
た
二
十
七
日
天
英
院
は
、
供
養
の
と
き
に

使
う
よ
う
に
と
紫
縮
緬
御
紋
付
幕
四
張
、
晒
御

紋
付
幕
六
張
と
提
灯
を
と
ど
け
ら
れ
た
。
そ
し

て
十
月
一
日
に
は
、
引
き
物
ま
で
こ
ち
ら
で
用

意
す
る
か
ら
決
し
て
心
配
し
な
い
よ
う
に
と
の

申
し
入
れ
が
あ
り
、
供
養
式
前
日
の
八
日
に
は
、

文
昭
院
前
・
如
来
前
・
内
仏
前
・
開
山
前
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
へ
御
供
え
物
ま
で
と
ど
け
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
天
英
院
の
気
く
ば
り
か
た
は
異
常

な
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 

 

供
養
式
当
日
の
九
日
は
、
朝
四
時
か
ら
法
要

が
始
め
ら
れ
た
。
天
英
院
は
名
代
と
し
て
侍
女

秀
小
路
を
参
詣
さ
せ
、
仏
前
あ
る
い
は
住
職
の
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祐天寺沿革史 

祐
海
上
人
ら
に
施
物
を
し
た
。
こ
の
法
要
は
非

常
に
盛
大
で
、
享
保
十
四
年
の
十
七
回
忌
に
ち

な
ん
で
行
わ
れ
た
鐘
供
養
と
変
わ
り
な
か
っ
た
。 

 
こ
の
梵
鐘
と
鐘
楼
、
あ
る
い
は
時
の
鐘
の
撞

き
料
を
寄
進
し
た
こ
と
は
、
直
接
に
は
亡
き
夫

家
宣
へ
の
追
善
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
し
か

し
そ
の
裏
に
は
、
祐
天
上
人
へ
の
並
々
な
ら
ぬ

信
仰
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
祐
天

上
人
の
廟
所
を
建
て
、
住
職
の
祐
海
上
人
に
自

分
の
打
掛
を
与
え
て
袈
裟
を
作
ら
せ
、
そ
し
て

境
内
の
整
備
ま
で
心
を
砕
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

祐
天
上
人
へ
の
信
仰
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
。

天
英
院
に
と
っ
て
は
、
い
や
天
英
院
ば
か
り
で

は
な
く
、
大
奥
の
人
々
に
と
っ
て
、
祐
天
上
人

は
阿
弥
陀
様
で
あ
り
、
将
軍
様
を
極
楽
ま
で
導

き
、
や
が
て
彼
女
た
ち
も
同
じ
蓮
の
台
に
導
い

て
く
れ
る
大
切
な
仏
で
あ
っ
た
。 

 

将
軍
家
宣
な
き
あ
と
、
将
軍
家
継
あ
る
い
は

吉
宗
の
時
代
に
、
天
英
院
が
こ
う
し
た
施
物
を

行
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
家
継
に
も
吉
宗
に

も
、
ま
た
こ
の
将
軍
を
取
り
ま
く
人
々
の
間
に

も
、
祐
天
上
人
へ
の
信
仰
が
根
強
く
し
み
こ
ん

で
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
享
保
三
年
（
一

七
一
八
）
四
月
、
家
継
三
回
忌
で
増
上
寺
に
参

詣
し
た
吉
宗
は
、
老
衰
で
閑
居
し
て
い
た
祐
天

上
人
に
無
理
を
い
っ
て
会
い
、
お
十
念
を
受
け
、

ゆ
っ
く
り
法
話
を
聞
い
た
。
身
体
不
自
由
の
た

め
、
無
礼
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
遠
慮
し
た

祐
天
上
人
で
あ
っ
た
が
、
行
儀
な
ど
少
し
も
気

に
し
な
い
吉
宗
の
厚
い
信
仰
心
に
負
け
、
ま
た

そ
れ
に
も
勝
る
周
囲
の
あ
た
た
か
い
配
慮
で
法

話
を
続
け
た
の
が
、
祐
天
上
人
の
最
後
の
説
法

で
あ
っ
た
。
吉
宗
が
か
わ
い
が
っ
た
本
徳
院
に

「
今
の
世
に
出
家
は
祐
天
上
人
一
人
な
り
」
と

い
っ
た
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
吉
宗
も
心
か
ら

祐
天
上
人
を
尊
敬
し
た
一
人
で
あ
り
、
だ
か
ら

こ
そ
あ
え
て
無
理
な
説
法
を
ね
が
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
将
軍
を
は
じ
め
、
大
衆
の
人
々
ま
で
こ

の
よ
う
に
祐
天
上
人
を
尊
敬
し
て
い
た
の
で
あ

る
か
ら
、
麻
布
に
隠
居
さ
れ
た
祐
天
上
人
の
も

と
へ
、
連
日
に
わ
た
っ
て
善
男
善
女
が
お
し
か

け
た
と
い
う
伝
記
の
記
録
は
、
決
し
て
大
げ
さ

に
記
し
た
も
の
で
は
な
い
。
約
三
百
年
後
の
今

日
で
さ
え
、
上
人
の
独
特
な
お
名
号
が
多
数
残

っ
て
い
る
の
は
、
祐
天
上
人
へ
の
信
仰
が
本
物

で
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
で
あ
る
。
私
た
ち
は
も

っ
と
も
っ
と
祐
天
上
人
の
徳
を
讃
仰
し
、
世
間

に
知
っ
て
も
ら
う
必
要
を
感
ず
る
。 


