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祐天寺沿革史 

 

深
川
の
本
誓
寺
に
、
も
と
祐
天
大
僧
正
の
り

う
つ
り
の
地
蔵
と
い
わ
れ
た
石
刻
の
延
命
地
蔵

尊
が
あ
っ
た
。
身
の
た
け
四
尺
の
立
像
で
、
一

名
花
懸
地
蔵
と
も
い
わ
れ
、
ご
利
益
が
多
い
地

蔵
さ
ん
と
し
て
人
々
か
ら
親
し
ま
れ
た
。 

 

い
ま
清
澄
町
に
あ
る
本
書
寺
は
、
当
知
山
重

願
院
本
誓
寺
と
い
い
、
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）

飯
沼
弘
経
寺
（
茨
城
県
）
三
世
の
酉
冏
上
人
が
、

小
田
原
（
神
奈
川
県
）
に
創
建
し
た
寺
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
三

世
文
賀
上
人
の
と
き
、
豊
臣
秀
吉
軍
に
攻
め
ら

れ
て
小
田
原
城
は
落
城
し
、
後
、
北
条
氏
は
滅

亡
し
た
。
そ
の
と
き
本
誓
寺
も
消
失
し
た
が
、

徳
川
家
康
が
江
戸
に
入
る
と
、
本
誓
寺
も
江
戸

に
移
り
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
四
）
に
は
日
比

谷
門
の
あ
た
り
に
庵
を
結
ん
だ
。
そ
の
こ
ろ
日

比
谷
あ
た
り
は
海
岸
で
、
葦
の
原
に
数
軒
の
漁

民
が
住
む
と
い
う
さ
び
し
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
江
戸
城
が

拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
本
誓
寺
は
馬
喰
町

に
寺
地
を
拝
願
し
て
移
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

し
て
水
戸
徳
川
家
の
頼
房
の
母
で
あ
る
英
勝
院

の
帰
依
を
え
て
修
築
さ
れ
、
境
内
は
整
備
さ
れ
、

伽
藍
は
と
と
の
っ
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
明
暦

三
年
（
一
六
五
七
）、
俗
に
い
う
振
り
袖
火
事
の

た
め
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
天
和
三
年

（
一
六
八
三
）
現
在
地
の
清
澄
町
に
移
る
こ
と

に
な
っ
た
。 

 

祐
天
上
人
の
り
う
つ
り
の
地
蔵
尊
は
、
万
治

三
年
（
一
六
六
〇
）
七
月
、
日
本
回
国
の
修
行

者
供
黄
の
た
め
に
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

天
和
三
年
本
誓
寺
が
移
転
し
た
と
き
、
一
緒
に

馬
喰
町
か
ら
深
川
に
移
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
正

徳
二
年
（
一
七
一
二
）
ま
た
火
災
に
あ
い
、
本

堂
・
庫
裡
を
は
じ
め
、
残
ら
ず
類
焼
し
て
し
ま

っ
た
。
当
時
住
職
で
あ
っ
た
白
呑
上
人
は
、
八

方
に
手
を
つ
く
し
て
復
興
に
尽
力
し
た
た
め
、

ほ
ど
な
く
伽
藍
は
完
成
し
た
。
と
こ
ろ
が
六
年

後
の
享
保
三
年
春
、
近
く
で
火
災
が
お
こ
り
、

せ
っ
か
く
完
成
し
た
諸
堂
が
ま
た
焼
失
し
て
し

ま
っ
た
。
ま
だ
復
興
の
疲
労
も
ぬ
け
き
ら
な
い

と
き
に
、
続
い
て
の
火
災
に
あ
い
、
さ
す
が
の

白
呑
上
人
も
気
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
う

自
分
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の

上
は
隠
遁
し
、
よ
い
住
職
を
迎
え
て
復
興
し
て

も
ら
い
た
い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
常
日
頃
か
ら

懇
意
に
し
て
い
た
祐
天
上
人
の
庵
室
に
ゆ
き
、

こ
と
の
次
第
を
話
し
た
。
す
る
と
祐
天
上
人
は
、

「
自
分
に
は
良
い
考
え
が
あ
る
の
で
、
も
う
し

ば
ら
く
我
慢
し
て
住
職
を
続
け
る
よ
う
に
」
と

い
わ
れ
た
。
そ
こ
で
し
ば
ら
く
月
日
を
送
っ
て

い
た
が
、
七
月
十
四
日
に
祐
天
上
人
は
白
呑
上

人
を
呼
び
、「
自
分
は
も
う
す
ぐ
命
終
す
る
。
本

誓
寺
再
建
の
こ
と
は
、
極
楽
の
蓮
台
上
か
ら
応

援
す
る
か
ら
頑
張
る
よ
う
に
」
と
い
い
、
形
見

と
し
て
お
名
号
壱
幅
を
い
た
だ
い
て
帰
っ
た
。

祐
天
上
人
は
こ
の
翌
日
、
七
月
十
五
日
に
遷
化

さ
れ
た
。 

 

と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
祐
天
上
人
の

遷
化
さ
れ
た
日
か
ら
、
に
わ
が
に
こ
の
お
地
蔵

さ
ま
に
お
参
り
す
る
人
々
が
増
え
、
十
六
日
な

ど
は
、
夜
も
門
を
し
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ

ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
一
週
間
は
、
近
郊
は
も

ち
ろ
ん
、
田
舎
の
人
々
も
た
く
さ
ん
参
詣
さ
れ

た
。
そ
し
て
参
詣
さ
れ
た
人
々
は
、
永
年
苦
し

ん
で
い
た
病
気
が
た
ち
ど
こ
ろ
に
な
お
っ
た
と

い
う
。
こ
の
噂
が
噂
を
呼
び
、
不
思
議
な
霊
験

は
あ
ま
ね
く
知
れ
わ
た
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

こ
の
様
子
を
見
た
白
呑
上
人
は
、
祐
天
上
人
が
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「
自
分
に
は
良
い
考
え
が
あ
る
、
も
う
少
し
我

慢
を
し
ろ
」
と
い
っ
て
隠
遁
を
と
ど
め
た
の
は
、

お
そ
ら
く
こ
の
お
地
蔵
様
に
心
を
こ
め
た
た
め

で
あ
ろ
う
と
悟
っ
た
。
そ
こ
で
再
度
、
本
誓
寺

の
復
興
に
尽
力
し
、
翌
年
の
享
保
四
年
の
う
ち

に
諸
堂
の
建
立
を
完
成
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
か

ら
世
間
で
は
、
祐
天
上
人
が
乗
り
移
っ
た
地
蔵

さ
ま
と
い
い
、
功
徳
を
求
め
る
人
々
で
に
ぎ
わ

っ
た
と
い
う
。
祐
天
上
人
か
ら
い
た
だ
い
た
形

見
の
お
名
号
は
、
白
呑
上
人
隠
居
後
に
長
堀
又

兵
衛
に
与
え
ら
れ
た
が
、
の
ち
又
兵
衛
の
考
え

で
地
蔵
堂
の
前
に
左
字
に
石
刻
し
、
信
心
深
い

人
々
に
摺
り
与
え
ら
れ
た
と
い
う
。 

 

文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
の
「
江
戸
府
内

寺
社
書
上
」
に
は
、
こ
の
当
時
、
四
間
四
方
の

地
蔵
堂
が
あ
り
、
そ
の
中
に
身
の
丈
四
尺
の
石

の
地
蔵
立
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
。
そ

し
て
前
立
地
蔵
尊
と
し
て
身
の
丈
二
尺
の
木
の

立
像
が
あ
り
、
お
地
蔵
さ
ま
の
脇
壇
に
は
、
三

尺
三
寸
の
祐
天
上
人
の
木
像
と
、
八
寸
の
開
山

文
賀
上
人
の
木
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

本
誓
寺
に
と
っ
て
は
寺
の
開
山
と
、
事
実
上
復

興
の
原
動
力
と
な
っ
た
祐
天
上
人
を
安
置
し
て
、

善
男
善
女
と
の
結
縁
を
結
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ

う
。 

白
呑
上
人
は
、
数
多
く
集
ま
る
参
詣
者

の
た
め
に
、
地
蔵
堂
の
北
の
方
に
、
九
尺
と
四

間
の
休
憩
所
も
作
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
長
堀
又
兵
衛
は
、
三
十
三
所
順
拝
の
供
養

と
し
て
石
像
の
正
観
音
像
を
作
り
、
裏
に
祐
天

上
人
の
摺
の
お
名
号
を
ほ
り
つ
け
た
と
い
う
。

し
か
し
本
誓
寺
は
こ
の
後
、
数
回
の
災
害
に
あ

い
、
地
蔵
堂
と
も
ど
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
と
に
関
東
大
震
災
に
は
大
き
な
被
害
を
こ
お

む
り
、
境
内
地
は
一
新
さ
れ
た
。
そ
れ
以
後
ゆ

か
り
の
深
い
お
地
蔵
さ
ん
も
正
観
音
も
忘
れ
ら

れ
て
し
ま
っ
た
が
、
歴
史
書
を
見
る
に
つ
け
、

祐
天
上
人
の
ご
利
益
が
い
か
に
す
ば
ら
し
か
っ

た
か
が
思
い
出
さ
れ
る
。 


