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祐天寺沿革史 

 

朝
も
や
を
つ
き
破
っ
て
響
く
鐘
の
音
は
、
心

の
底
ま
で
し
み
わ
た
り
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
気

持
ち
を
ひ
き
し
め
て
く
れ
る
。
昔
か
ら
、
鐘
の

音
を
聞
く
と
、
地
獄
に
い
る
も
の
は
苦
を
離
れ
、

す
べ
て
の
人
々
は
悟
り
を
開
く
と
い
わ
れ
て
き

た
。 

 

祐
天
寺
の
梵
鐘
は
、
天
英
院
（
六
代
将
軍
徳

川
家
宣
の
正
室
）
が
亡
き
夫
の
十
七
回
忌
追
善

と
し
て
造
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
享
保
十
三
年

（
一
七
ニ
八
）
十
一
月
二
十
日
、
天
英
院
は
鐘

の
鋳
造
と
鐘
楼
の
建
立
費
用
と
い
て
百
五
十
両

を
寄
進
し
た
。
そ
し
て
祐
天
寺
は
新
し
く
建
立

さ
れ
た
寺
で
あ
る
か
ら
、
上
野
寛
永
寺
の
鐘
（
三

尺
三
寸
）
よ
り
大
き
く
造
ら
な
い
よ
う
に
。
せ

っ
か
く
造
る
の
に
、
い
ざ
こ
ざ
が
あ
る
と
ま
ず

い
の
で
、
か
な
ら
ず
こ
の
範
囲
内
で
造
る
よ
う

に
。
ま
た
完
成
後
は
大
切
に
取
り
扱
い
、
以
後

破
損
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
祐
天
寺
で
修
理
す

る
よ
う
に
。
今
年
は
残
る
日
も
少
な
い
の
で
、

工
事
は
来
春
か
ら
と
り
か
か
る
よ
う
に
。
と
つ

け
加
え
た
。 

 

翌
十
四
年
正
月
、
祐
天
寺
で
は
早
速
工
事
に

と
り
か
か
っ
た
。
ま
ず
境
内
墓
地
わ
き
に
、
二

間
に
八
間
の
細
工
小
屋
と
二
間
と
三
間
の
仮
り

小
屋
を
作
っ
て
準
備
を
す
す
め
、
鐘
楼
は
大
工

棟
梁
奥
田
甚
平
衛
が
作
り
は
じ
め
た
。
三
月
二

十
日
、
ほ
ぼ
一
ヶ
月
の
間
に
準
備
の
完
了
し
た

鋳
鐘
の
方
は
、
い
よ
い
よ
実
行
に
と
り
か
か
っ

た
。
鋳
造
小
屋
の
前
に
幅
七
尺
四
寸
、
深
さ
九

尺
の
穴
を
掘
り
、
二
重
枠
に
し
て
鋳
型
を
納
め
、

そ
の
四
方
を
土
で
よ
く
つ
き
か
た
め
た
。
そ
し

て
竜
頭
の
上
に
湯
口
を
あ
け
、
左
右
の
湯
釜
の

桶
口
三
尺
、
高
さ
四
尺
余
り
を
石
で
こ
し
ら
え
、

そ
の
次
に
た
た
ら
場
を
取
り
つ
け
、
朝
五
時
か

ら
ふ
き
た
て
、
夕
方
四
時
に
は
鐘
は
で
き
た
。

江
戸
時
代
に
造
ら
れ
た
他
寺
の
梵

鐘
が
、
す
べ
て
寺
内
で
造
ら
れ
た
の

か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
祐

天
寺
の
場
合
は
、
東
大
寺
な
ど
と
同

様
に
、
職
人
を
呼
ん
で
自
分
の
境
内

で
鋳
造
し
た
。
今
考
え
て
み
る
と
、

嘘
の
よ
う
な
話
で
あ
る
が
、
事
実
そ

う
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
天
英
院
の
名

代
と
し
て
高
山
源
右
ェ
門
が
桟
敷

で
鐘
の
で
き
る
ま
で
検
分
し
、
小
笠

原
喜
之
丞
は
足
軽
十
六
人
を
つ
れ
、

こ
の
鋳
造
の
完
成
ま
で
み
ま
も
っ
た
。 

 

梵
鐘
を
造
る
た
め
の
材
料
費
、
す
な
わ
ち
銅

と
か
錫
と
か
真
鍮
な
ど
の
地
金
の
代
金
は
、
金

八
六
両
と
銀
四
匁
八
分
六
厘
で
、
そ
の
他
に
鋳

物
師
の
作
料
と
か
鐘
楼
の
費
用
、
あ
る
い
は
石

垣
な
ど
の
代
金
を
入
れ
る
と
、
総
費
用
は
金
一

九
〇
両
三
分
二
朱
と
銀
四
匁
八
分
六
厘
で
あ
っ

た
。
天
英
院
か
ら
寄
進
さ
れ
た
予
算
額
の
一
五

〇
両
で
は
と
て
も
完
成
は
む
り
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
し
て
も
驚
く
こ
と
は
、
奉
行
所
や
増
上
寺

へ
の
往
復
文
書
は
は
ん
ざ
つ
を
き
わ
め
、
三
六

貫
の
費
用
が
か
か
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
悪
弊
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は
今
日
で
も
同
様
で
あ
る
。 

 

半
日
が
か
り
で
鋳
こ
ん
だ
鐘
は
、
翌
二
十
一

日
近
所
の
人
々
が
手
伝
っ
て
掘
り
お
こ
し
、
さ

っ
そ
く
計
っ
た
と
こ
ろ
、
四
五
〇
貫
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
湯
余
り
の
金
が
七
〇
貫
あ
っ
た
と
い

う
か
ら
、
地
銀
は
五
二
〇
貫
以
上
溶
か
し
た
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
二
十
三
日
に
試
し
撞
き
を

し
た
。
一
方
ほ
と
ん
ど
完
成
し
て
い
た
鐘
楼
は
、

日
の
よ
い
四
月
四
日
を
選
ん
で
落
成
式
を
行
い
、

こ
こ
に
梵
鐘
が
と
り
つ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

十
二
日
に
、
天
英
院
か
ら
鐘
供
養
の
と
き
に
着

用
す
る
よ
う
に
と
、
導
師
の
祐
海
上
人
に
、
白

地
金
襴
の
七
条
袈
裟
と
法
衣
・
内
衣
ま
で
寄
進

さ
れ
た
。
こ
の
み
ご
と
な
袈
裟
や
法
衣
は
祐
海

上
人
に
と
っ
て
分
不
相
応
の
品
で
あ
っ
た
が
、

増
上
寺
で
は
特
別
の
許
可
を
与
え
て
い
る
。
こ

う
し
て
四
月
十
四
日
か
ら
十
六
日
の
三
日
間
に

わ
た
り
、
鐘
供
養
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

供
養
式
当
日
の
会
場
の
様
子
は
実
に
す
ば
ら

し
い
。
鐘
楼
に
は
葵
御
紋
付
き
紫
縮
緬
の
幕
が

張
ら
れ
、
天
英
院
名
代
を
は
じ
め
、
貴
賓
の
座

席
で
あ
る
桟
敷
に
は
三
方
と
同
じ
縮
緬
の
幕
、

し
か
も
そ
の
中
を
ま
た
金
屏
風
で
囲
い
、
本
堂

か
ら
鐘
楼
ま
で
の
一
五
か
所
に
は
御
紋
付
き
提

灯
を
立
て
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
。
そ
の
他
本

堂
・
阿
弥
陀
如
来
な
ど
す
べ
て
荘
厳
し
た
と
い

う
か
ら
大
変
な
費
用
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て

本
堂
の
須
弥
壇
上
に
は
文
昭
院
（
家
宣
）
の
尊

牌
が
安
置
さ
れ
、
盛
大
な
追
善
供
養
が
行
わ
れ

た
。 

 

四
月
十
四
日
の
鐘
の
撞
き
初
め
で
、
天
英
院

の
名
代
と
し
て
秀
小
路
が
勤
め
た
。
三
日
間
行

わ
れ
た
練
供
養
に
は
、
約
二
〇
〇
〇
人
の
僧
侶

が
参
加
し
、
そ
の
他
名
主
や
百
万
遍
講
中
、
千

部
講
中
を
は
じ
め
多
く
の
人
々
が
参
加
し
た
と

い
う
か
ら
、
み
ご
と
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

小
笠
原
喜
之
丞
は
足
軽
一
五
人
を
つ
れ
、
場
内

整
理
と
交
通
整
理
を
行
っ
た
。
ま
た
こ
の
期
間

中
に
、
正
室
天
英
院
を
は
じ
め
と
し
て
、
側
室

右
近
方
（
法
心
院
）
・
園
氏
（
蓮
浄
院
）
・
輝
子

（
月
光
院
）
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
文
昭
院
前
・
開

山
祐
天
上
人
前
・
阿
弥
陀
如
来
前
へ
金
銀
・
菓

子
・
生
花
・
紗
綾
・
行
器
・
蒸
籠
な
ど
の
供
物

を
し
、
名
代
を
遣
わ
し
て
い
る
。
中
で
も
十
四

日
初
日
の
天
英
院
は
四
〇
余
人
、
竹
姫
は
二
〇

人
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
そ
の
他
天
英
院

の
御
用
人
で
あ
る
酒
井
・
松
岡
・
遠
山
ら
も
二

疋
づ
つ
寄
進
し
、
諸
屋
敷
を
は
じ
め
、
寺
院
・

武
家
・
町
方
在
郷
の
参
詣
人
は
い
ち
じ
る
し
か

っ
た
。
こ
う
し
た
施
物
を
通
し
て
考
え
る
と
、

供
養
式
そ
の
も
の
に
か
か
っ
た
費
用
は
莫
大
な

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
予
算
超
過
の
梵
鐘
や

鐘
楼
の
赤
字
は
十
分
補
う
こ
と
が
で
き
た
で
あ

ろ
う
。 

 

徳
川
家
宣
時
代
の
大
奥
は
、
念
仏
信
仰
に
明

け
く
れ
て
い
た
。
将
軍
家
宣
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
正
室
の
天
英
院
か
ら
女
中
に
い
た
る
ま
で

祐
天
上
人
に
傾
倒
し
、
生
き
仏
と
し
て
崇
拝
し

て
い
た
。
梵
鐘
や
鐘
楼
の
寄
進
も
、
直
接
に
は

家
宣
の
十
七
回
忌
追
善
の
た
め
に
寄
進
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
間
接
的
に
は
、
祐
天

寺
の
拡
張
に
心
を
痛
め
て
い
た
祐
海
上
人
の
行

動
を
聞
き
、
祐
天
上
人
の
廟
所
が
あ
る
境
内
を

飾
る
気
持
ち
で
寄
進
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 


