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祐天寺沿革史 

 

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
十
月
、
健
康
に
自

信
を
な
く
し
た
家
宣
は
、
周
囲
の
も
の
に
幼
君

家
継
の
こ
と
を
頼
み
、
自
分
の
葬
儀
な
ど
に
つ

い
て
も
遺
言
を
し
て
い
る
。
家
宣
は
来
る
正
徳

五
年
に
当
る
家
康
の
百
回
忌
を
行
う
つ
も
り
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
残
念
が
り
、

か
な
ら
ず
行
う
こ
と
。
ま
だ
二
代
秀
忠
も
没
後

久
し
い
の
で
年
忌
を
忘
れ
て
い
る
が
、
軽
ん
じ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
さ
ら
に
家
光
・
家
綱
・

綱
吉
ら
、
代
々
の
将
軍
の
忌
日
を
忘
れ
ず
ね
ん

ご
ろ
に
と
ぶ
ら
う
こ
と
を
強
調
し
、
自
分
が
死

ん
だ
ら
増
上
寺
に
埋
葬
し
て
く
れ
と
い
っ
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
、
家
光
以
後
の
将
軍
は
上
野
の

寛
永
寺
に
埋
葬
し
て
い
る
。
そ
れ
は
秀
忠
を
軽

ん
ず
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
自
分
は
増
上
寺

に
埋
め
て
ほ
し
い
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
一

つ
の
理
由
に
相
違
な
い
。
し
か
し
家
宣
の
主
張

す
る
本
意
は
、
増
上
寺
の
祐
天
上
人
に
お
く
っ

て
も
ら
い
た
い
か
ら
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
月
十
四
日
、
家
宣
は
五
十
一
歳
の
生
涯

を
と
じ
た
。
も
ち
ろ
ん
臨
終
に
は
祐
天
上
人
が

黒
本
尊
を
守
護
し
て
立
ち
あ
い
、
十
念
を
授
け

て
善
知
識
と
な
っ
て
い
る
。
幕
府
で
は
本
多
忠

晴
を
使
に
出
し
、
明
十
五
日
の
入
棺
と
、
葬
儀

の
導
師
は
祐
天
上
人
が
行
う
よ
う
増
上
寺
に
願

い
出
た
。
本
来
な
ら
中
陰
の
法
会
は
智
恩
院
門

跡
が
行
う
の
で
あ
る
が
、
家
宣
の
遺
言
に
よ
り
、

万
部
法
会
ま
で
祐
天
上
人
が
法
親
王
の
格
式
で

行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
家
宣
の
小
姓
を
つ
と
め

た
本
目
正
房
・
中
根
正
利
以
下
多
く
の
人
々
が

髪
を
落
し
て
喪
に
ふ
し
た
が
、
十
月
十
八
日
に

は
、
御
台
所
照
姫
は
髪
を
お
と
さ
れ
て
天
英
院

と
名
の
り
、
側
室
右
近
の
方
は
法
心
院
、
お
す

め
の
方
は
蓮
浄
院
、
お
き
よ
の
方
は
月
光
院
と

そ
れ
ぞ
れ
院
号
を
名
の
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

十
月
二
十
日
祐
天
上
人
の
名
代
伝
通
院
弁
意

上
人
の
焼
香
の
の
ち
、
家
宣
の
霊
柩
は
江
戸
城

を
出
発
、
多
く
の
人
々
に
護
衛
さ
れ
な
が
ら
、

半
蔵
門
か
ら
新
橋
、
愛
宕
山
下
、
浜
松
町
を
へ

て
増
上
寺
に
到
着
し
、
方
丈
に
安
置
さ
れ
た
。

こ
の
日
よ
り
祐
天
上
人
は
法
会
と
別
時
念
仏
を

開
白
し
、
十
一
月
二
日
大
法
要
を
行
っ
た
の
ち
、

霊
柩
は
お
霊
屋
に
安
置
さ
れ
た
。 

 

翌
年
の
正
徳
三
年
夏
、
将
軍
家
継
の
生
母
に

当
る
月
光
院
は
、
家
継
の
守
り
本
尊
に
祐
天
上

人
の
念
持
仏
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
像
を
ね
だ
っ

た
。
こ
れ
は
恵
心
作
と
い
わ
れ
る
一
尺
五
寸
七

分
の
立
像
で
あ
る
が
、
朝
夕
の
祈
り
を
か
か
し

た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
信
仰
心
の
深
い
月
光
院

は
、
本
当
に
落
髪
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
し

か
し
そ
れ
も
で
き
な
い
た
め
、
九
月
十
五
日
祐

天
上
人
を
請
待
し
て
剃
髪
式
を
受
け
、
浄
土
宗

の
正
し
い
念
仏
信
者
と
な
る
五
重
相
伝
（
＊
）

を
授
か
っ
た
。
こ
の
と
き
袈
裟
・
数
珠
・
血
脈

（
＊
）
ま
で
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
気

持
ち
に
な
る
の
は
一
人
月
光
院
ば
か
り
で
は
な

か
っ
た
。
御
台
所
の
天
英
院
を
は
じ
め
、
他
の

側
室
も
同
様
で
あ
っ
た
。 

（
＊
）
五
重
相
伝
＝
浄
土
宗
の
奥
義
を
五
種
に
分

類
し
て
教
え
を
伝
え
る
儀
式
。 

（
＊
）
血
脈
＝
開
祖
以
来
の
伝
承
系
譜
を
示
し
、

正
し
く
開
祖
の
教
え
、
精
神
が
受
け
継
が

れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
。 

 

『
祐
天
寺
記
録
』
に
よ
る
と
、
こ
の
年
十
月

二
十
日
、
御
台
所
天
英
院
の
た
っ
て
の
願
い
に

よ
り
、
祐
天
上
人
は
、
黒
本
尊
を
守
護
し
て
大

奥
に
参
上
し
た
。
御
台
所
は
七
十
七
歳
に
な
ら

れ
た
上
人
の
御
老
体
を
い
た
わ
り
、
玄
関
ま
で

輿
に
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
座
布
団
に
坐
ら
せ
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て
ね
ん
ご
ろ
な
言
葉
を
た
ま
わ
り
、
丁
重
な
待

遇
を
し
た
。
祐
天
上
人
は
念
仏
の
巧
徳
を
説
き
、

再
度
袈
裟
・
数
珠
・
血
脈
を
与
え
て
五
重
を
授

け
た
。
こ
の
と
き
法
心
院
や
蓮
浄
院
も
一
緒
で

あ
っ
た
。
若
い
将
軍
家
継
も
上
人
に
あ
っ
て
十

念
と
お
守
り
の
お
名
号
を
授
か
っ
た
。
喜
こ
ん

だ
家
継
は
、
み
ず
か
ら
香
木
を
祐
天
上
人
に
下

さ
り
、
天
英
院
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
な
お
礼
の

品
々
を
た
ま
わ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
心
は
一
つ
、

み
な
文
昭
院
（
家
宣
）
の
菩
提
を
と
ぶ
ら
う
た

め
と
、
自
分
の
気
持
ち
を
整
理
す
る
た
め
で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 

 

十
月
二
日
か
ら
増
上
寺
で
家
宣
の
一
周
忌
法

要
が
行
わ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
導
師
は
祐
天
上
人

で
あ
る
。
こ
の
法
要
は
祥
月
命
日
の
十
四
日
ま

で
行
わ
れ
た
。
結
願
の
十
四
日
に
は
勅
使
久
我

通
誠
、
法
皇
使
押
小
路
公
音
、
女
院
使
油
小
路

隆
典
が
出
席
し
、
出
家
の
方
々
よ
り
贈
ら
れ
た

写
経
を
供
え
ら
れ
た
。
長
い
大
法
要
が
終
る
と

幕
府
で
は
祐
天
上
人
は
じ
め
多
く
の
僧
侶
に
布

施
を
行
っ
た
。
そ
の
費
用
は
莫
大
な
も
の
で
数

え
き
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
億
単
位
に
な
る
で
あ

ろ
う
か
。 

 

大
法
要
の
様
子
は
天
英
院
は
じ
め
、
大
奥
の

人
々
が
く
わ
し
く
聞
か
れ
た
で
あ
ろ
う
。
大
奥

で
も
供
養
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
と
、
感
謝
の

気
持
ち
も
手
伝
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
天
英
院

は
十
月
二
十
日
大
奥
に
祐
天
上
人
を
請
待
し
た
。

い
つ
も
の
よ
う
に
黒
本
尊
を
守
護
し
て
参
じ
た

上
人
を
全
員
で
迎
え
出
、
二
十
三
日
ま
で
滞
在

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
『
緑
山
志
』
に
よ
る
と
、

御
台
所
を
は
じ
め
姫
君
や
侍
女
ま
で
、
老
い
も

若
き
も
上
人
の
十
念
を
受
け
、
熱
心
な
念
仏
者

と
な
っ
て
供
養
に
つ
と
め
た
と
い
う
。
こ
う
し

た
こ
と
が
、
祐
天
上
人
を
生
き
仏
と
し
て
尊
敬

す
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

家
宣
の
お
霊
屋
も
完
成
し
て
開
眼
供
養
を
す

ま
せ
、
一
周
忌
の
大
法
要
も
無
事
に
つ
と
め
あ

げ
た
祐
天
上
人
は
が
っ
く
り
し
、
体
の
限
界
を

感
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
上
人
は
十
一

月
二
十
七
日
、
老
衰
で
寺
務
を
つ
と
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
、
隠
居
さ
せ
て
も
ら
い
た
い

旨
を
幕
府
に
申
請
し
た
。
し
か
し
幕
府
で
は
、

十
二
月
三
日
に
、
歩
行
が
困
難
で
も
精
神
は
し

っ
か
り
し
て
い
る
し
、
疲
労
し
て
ど
う
に
も
な

ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
も
う
す
こ
し
増
上
寺

の
住
職
を
続
け
る
よ
う
に
と
い
っ
て
許
可
を
し

な
か
っ
た
。 

 

将
軍
家
継
に
と
っ
て
も
、
大
奥
の
人
々
に
と

っ
て
も
、
い
つ
ま
で
も
長
生
き
し
て
ほ
し
い
と

い
う
気
持
ち
で
一
ぱ
い
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
一

般
の
庶
民
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
を
仏
に
ま
で
祈

る
気
持
ち
で
あ
っ
た
ろ
う
。
上
人
も
暖
い
信
者

の
気
持
を
く
ん
で
、
死
ぬ
ま
で
名
号
を
書
写
し
、

布
教
活
動
を
続
け
て
い
っ
た
。 


