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祐天寺沿革史 

 
 

目
に
青
葉 

山
ほ
と
と
ぎ
す 

初
鰹 

  

新
緑
の
鎌
倉
は
美
し
い
。
観
光
客
も
多
い
。

中
で
も
外
人
の
観
光
客
が
訪
れ
る
目
的
地
は
決

っ
て
露
座
の
大
仏
様
。
国
際
的
に
も
そ
の
名
は

高
い
。
近
世
初
期
に
来
日
し
た
英
人
キ
ャ
プ
テ

ン
、
ジ
ョ
ン
・
セ
ー
リ
は
、
大
仏
の
こ
と
を
、

ガ
ウ
ン
を
着
け
た
姿
と
表
現
し
、
平
戸
の
商
館

長
を
し
て
い
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
ッ
ク
は
、
巨

大
な
真
鍮
の
偶
像
に
感
嘆
し
、
世
界
七
不
思
議

の
一
つ
と
さ
れ
る
ロ
ー
ズ
の
像
よ
り
も
大
き
い

驚
く
べ
き
も
の
と
日
記
に
記
し
て
い
る
。
単
に

大
き
さ
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
は
東
洋
的
な
ほ

ほ
え
み
と
静
け
さ
が
く
み
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。 

  
 

鎌
倉
や
み
ほ
と
け
な
れ
ど
御
姿
の 

 
 
 
 
 

美
男
に
お
わ
す
夏
木
立
か
な 

 

と
詠
ん
だ
与
謝
野
晶
子
の
歌
は
、
そ
れ
を
如
実

に
物
語
っ
て
い
る
。 

 

大
仏
様
は
、
北
条
政
子
の
侍
女
稲
田
野
局
が
、

源
頼
朝
の
意
志
を
つ
い
で
発
願
し
、
浄
光
上
人

が
一
般
の
民
衆
か
ら
浄
財
を
募
り
、
暦
仁
元
年

（
一
二
三
八
）
に
木
造
の
み
仏
を
完
成
、
翌
年

に
は
大
仏
殿
も
完
成
し
た
。
と
こ
ろ
が
宝
治
元

年
（
一
二
四
七
）
に
台
風
で
大
損
害
を
こ
う
む

り
、
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
現
在
の
大
仏
様

が
作
ら
れ
た
と
い
う
。
わ
が
国
の
銅
山
が
衰
微

し
て
い
た
当
時
に
、
一
二
〇
余
ト
ン
の
銅
材
料

を
集
め
る
こ
と
は
大
変
で
あ
っ
た
ろ
う
。
浄
光

上
人
は
西
方
極
楽
の
教
主
で
あ
る
阿
弥
陀
様
を

東
土
利
益
の
本
尊
に
し
よ
う
と
い
う
熱
烈
な
信

仰
の
も
と
に
、
一
人
に
つ
き
一
文
宛
の
勧
進
を

計
画
し
、
東
国
は
も
ち
ろ
ん
、
北
陸
や
西
国
ま

で
、
広
く
そ
の
推
進
に
努
力
を
重
ね
た
。
鎌
倉

に
芽
生
え
た
新
し
い
思
想
が
庶
民
に
浸
透
し
、

救
い
の
花
を
開
か
せ
た
と
考
え
て
よ
い
。 

 
鎌
倉
の
大
仏
様
は
腕
の
よ
い
鋳
物
師
集
団
に

よ
り
順
調
に
鋳
成
さ
れ
た
。
丹
治
久
友
や
大
野

五
郎
右
衛
門
は
そ
の
一
員
で
あ
る
が
、
下
か
ら

順
次
階
を
重
ね
た
巧
妙
な
鋳
か
ら
く
り
が
施
さ

れ
て
い
る
。
頭
部
は
前
面
が
七
段
、
背
面
が
五

段
に
鋳
継
が
れ
、
躰
部
は
大
体
七
な
い
し
八
段
、

こ
と
に
下
腹
部
か
ら
胸
部
に
か
け
て
は
上
下
五

尺
幅
に
及
ぶ
大
胆
な
鋳
成
で
、
そ
の
優
れ
た
技

法
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
含
有
元
素
か
ら
の

研
究
で
は
、
銅
鏡
や
銅
銭
も
使
わ
れ
た
と
い
う

説
も
あ
り
、
奈
良
の
大
仏
様
と
比
較
す
る
と
、

銅
の
純
度
は
低
い
と
い
う
。
国
家
的
事
業
と
し

て
作
ら
れ
た
奈
良
の
大
仏
様
と
浄
光
上
人
の
勧

進
に
よ
っ
て
貧
者
の
一
灯
が
と
も
さ
れ
た
鎌
倉

の
大
仏
様
と
で
は
出
発
点
か
ら
気
持
ち
が
異
な

る
。
心
の
底
か
ら
極
楽
往
生
を
願
う
庶
民
の
気

持
ち
が
、
鋳
物
師
に
の
り
う
つ
り
、
現
想
像
へ

の
完
成
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

『
太
平
記
』
に
よ
る
と
建
武
二
年
（
一
三
三

五
）
大
仏
殿
は
大
風
の
た
め
に
倒
れ
た
と
あ
り
、

応
安
二
年
（
一
三
六
九
）
に
も
大
風
で
堂
宇
が

崩
壊
し
て
い
る
。
『
八
幡
宮
長
帳
』
に
よ
る
と
、

明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
に
大
地
震
と
津
波
が

あ
り
、
大
仏
殿
ま
で
海
水
が
上
が
っ
た
と
記
さ

れ
て
い
る
。
再
三
災
難
に
あ
っ
た
大
仏
殿
は
こ

の
後
建
造
不
能
と
な
り
、
露
座
の
ま
ま
今
日
ま

で
約
五
百
年
も
過
ご
し
て
い
る
。
そ
し
て
別
当

職
（
経
営
）
も
建
長
寺
・
光
明
寺
・
善
光
寺
と

変
り
、
さ
び
れ
た
首
都
鎌
倉
を
象
徴
す
る
よ
う

に
、
近
世
へ
と
突
入
し
て
い
っ
た
。 

 

元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
の
冬
東
国
の
大
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地
震
が
あ
り
、
大
仏
様
の
台
座
は
崩
れ
さ
が
り
、

危
険
な
状
態
に
な
っ
た
。
心
配
し
た
祐
天
上
人

は
、
将
軍
家
宣
の
子
供
・
家
千
代
と
大
五
郎
が

早
世
し
た
と
き
の
香
奠
の
一
部
で
大
仏
様
の
台

座
を
修
理
し
、
さ
ら
に
大
仏
様
の
亀
裂
を
銅
版

で
お
お
い
、
鳥
な
ど
が
腹
の
中
に
入
る
こ
と
を

防
い
だ
。
し
か
し
本
堂
や
庫
裏
の
建
立
ま
で
は

で
き
ず
に
残
念
が
っ
て
い
た
と
き
、
江
戸
浅
草

の
野
島
泰
祐
が
、
そ
の
妻
浄
泉
院
尼
の
勧
め
に

よ
り
祐
天
上
人
に
寺
坊
建
立
の
費
用
寄
進
を
申

し
出
た
。
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
八
月
、
泰

祐
は
鎌
倉
長
谷
村
・
坂
ノ
下
村
の
百
姓
久
蔵
以

下
二
十
人
よ
り
、
天
領
の
田
畠
永
別
高
四
貫
六

百
五
十
九
文
分
と
、
反
銭
三
百
十
四
文
分
の
土

地
を
買
っ
て
祐
天
上
人
に
寄
進
し
た
。
こ
う
し

て
堂
舎
も
完
成
し
た
。
祐
天
上
人
は
泰
祐
の
善

行
を
ほ
め
た
た
え
、
そ
の
法
名
で
あ
る
高
徳
院

を
寺
号
と
し
、
浄
土
系
の
管
理
下
に
入
れ
て
、

光
明
寺
の
末
寺
と
し
た
。 

 

長
い
山
道
を
大
仏
前
に
進
み
、
三
段
の
石
段

を
の
ぼ
る
と
中
央
に
香
炉
が
あ
る
。
香
炉
と
賽

銭
箱
の
間
に
立
っ
て
合
掌
す
れ
ば
、
自
然
と
大

仏
様
の
目
に
一
致
す
る
。
こ
の
位
置
か
ら
拝
む

の
が
一
番
あ
り
が
た
い
。
大
仏
様
は
遠
近
法
が

採
用
さ
れ
、
上
体
の
割
合
が
下
部
よ
り
大
き
く
、

胴
体
も
幅
広
で
、
座
高
は
普
通
人
よ
り
四
分
の

一
ほ
ど
短
い
。
頭
部
も
大
き
い
の
で
い
か
に
も

円
満
な
姿
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
大
仏
様
を

拝
む
と
、
永
遠
に
救
っ
て
い
た
だ
け
る
自
信
に

満
た
さ
れ
る
。
遠
く
か
ら
拝
ん
だ
り
、
角
度
を

か
え
て
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
を
通
し
て
も
、
そ
の

迫
力
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
長
い
山
道
を
大
仏

様
の
前
ま
で
進
む
と
そ
の
距
離
と
時
間
が
、
敬

虔
な
雰
囲
気
を
か
も
し
出
す
の
に
大
き
な
効
果

を
あ
げ
て
い
る
。
空
気
の
澄
ん
だ
早
朝
に
、
あ

る
い
は
人
人
の
散
り
去
っ
た
黄
昏
時
に
詣
で
る

の
も
あ
り
が
た
い
。
あ
る
人
は
雪
の
大
仏
様
が

す
ば
ら
し
い
と
い
う
し
、
ま
た
月
の
冴
え
る
冬

の
夜
は
最
高
と
も
い
う
。
人
人
の
顔
が
異
な
る

よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
い
だ
く
美
の
内
容
は
ま

ち
ま
ち
で
あ
る
。
し
か
し
美
を
求
め
よ
う
と
願

う
人
人
の
気
持
ち
、
極
楽
往
生
を
願
う
人
人
の

心
は
、
い
つ
の
世
の
中
で
も
変
わ
り
は
な
い
。

七
百
年
来
、
そ
う
し
た
人
人
の
心
を
見
つ
づ
け

て
き
た
大
仏
様
は
、
今
後
も
多
く
の
人
人
に
夢

と
希
望
を
い
だ
か
せ
な
が
ら
、
永
久
に
生
き
て

ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
土
台
と
な
る
復
興

を
な
し
と
け
た
祐
天
上
人
の
功
徳
は
、
絶
大
な

る
も
の
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。 


