
朝

鮮

に

於

け

ろ

本

地

埀

迹

説

伊

藤

肪

晃

古

來
、本

地

埀

迹

の
読

は
、本

邦

に

於

て

創

設

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

ざ

誤

解

さ

れ
、其

起

源

は

奈

頁

朝

の

前

期

帥

ち

天

武

持

統

あ

だ

り

の

朝

よ

与

徐

々

に

現

れ

た

も

の

で
、正

し

く

大

成

さ

れ

た

の

は

行
・基
、傳

激
、弘

注

等

の

諸

大

徳

に

據

り

て

開

拓

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

ε

謂

ふ

獨

斷

で

あ

る
、行

基

は

、東

大

寺

大

佛

の

件

に

就

き

伊

勢

大

廟

に
、傅

歡

は

比

叡

山

を

開

く

に

當

り
、大

國

圭

命

を

祀

り

て

之

を

山

王

權

現

ε

仰

ぎ

た

る

が
、
一
實

神

道

の

起

源

で
、次

に

弘

注

が

藁

言

秘

密

の

歡

義

を

宣

傳

す

る

や
、金
・剛

界
隅胎

藏

界

の

両

部

曼

茶

羅

を

以

て

一
切

法

帥

ち

萬

鵜

を

攝

し

て
、禪

道

も

此

曼

茶

羅

中

に

包

容

さ

れ

た

も

の

な

り

ε

謂

ふ

に

始

ま

り

た

る

か

郎

ち

両

部

神

道

の

基

源

な

り

ε

す

る

の

が

普

邇

の

議

論

で
、羅

潤

剛
流

や

宣

長

篤

胤

輩

の

常

に

垉

哮

惡

罵

す

る

處

で

彼

等

が

此

謬

論

を

眞

向

に

・振

り

か

ざ

し

て

論

難

攻

撃

を

加

ふ

る

に

も

係

ら

す
、吾

人

の

多

士

濟

々

た

る

先

輩

諸

賢

は

未

だ

一

人

の

之

に

樹

す

る

反

撃

論

あ

る

を

聞

か

す
、寧

ろ

此

等

の
読

を

是

認

せ

ら

れ

し

威

あ

り

て
、何

等

の

飼

答

だ

も

之

に

與

え

ざ

る

は
、吾

等

の

頗

る

怪

厨

に

堪

え

ざ

る

處

な

り

ざ

す
、此

謬

訟

誤

解

は

牽

ゐ

て

明

'治
,維

新

、に

於

け

る

廢

佛

毀

釋

の

源

歯

な

ゐ

こ

ε

を

忘

る

べ
か

ら

す
。

七

】



七
二

最

近

に
交

學

博

士

汢

善

之

助

氏

は
「日
本

佛

歡

史

之

研

究
」中

に
本

地

埀

迹

の

起

源

に

つ

い

て

ε

題

し

て
、頗

る
深

刻

な

る
研

究

を

發

表

せ

ら

れ

古

説

の
杜

撰

極

ま

う
な

き

こ

ε

を
縷

説

せ
ら

れ
・た

る
は
、吾

人
・の
最

も

多

謝

す

る
處

な

る
も

其

論

旨

の
根

柢

に
於

て
吾

人
・蓬

其

見

を

異

に
す

る

は

甚

だ

遺

懺

蓬
す

る
處

な

り
。

古

來

の

説

并

に

辻

博

士

の
議

論

ご

は

其

根

抵

に
於

て

吾

人

の
見

が

相

違

し

て
居

る

蓬
云

ふ

の

は
此

騨

佛

習

合

本

地

埀

迹

説

は

決

し

て

日
本

に

於

け

る
創

見

で

も

新

發

明

で

も

な

く

佛

漱

自

體

其

物

が
遠

く

印
度

に

發

生

の
當

初

よ

り

し

て

之

の
意

味

を

包

容

し

て

居

る

の
で

支

那

朝

鮮

は

勿

　

論

の

こ

ど

恐

く

佛

歡

の

億

播

さ

れ

π

る

諸

國

に

は

悉

く

此

思

想

の

宣

布

さ

れ

だ

の

は

當

然

の

道

理

で

あ

る

ε

云

ふ

の

で

あ

る
。

、
抑

も

釋

奪

出

世

以

前

に

於

て
、印

度

は

既

に
九

十

五

種

の

外

道

あ

ら

て
、各

々

夫

々

深

遠

を

極

む

懽
雖

も

其

最

後

の
所

期

は

必

竟

天

に

生

す

る

を

以

て

目

的

ε

な

す

是

等

の
、最

も

古

き

は

釋

奪

出

世

よ

り

八

百

年

も

以

前

の
衞

世

師

を

始

め

ε

し

て

釋

曾

に

最

も

近

き

も

の

を

阿

羅

々

仙

ε

な

す
、

是

ら

九

十

五

種

に

各

々

生

す

へ

き

所

期

の

天

あ

り

て

皆

之

に

生

せ

ん

こ

ご

を

所

念

す

る

の

で

あ

る
。釋

曾

は

斯

の

如

き

思

想

を
離

れ

て

生

死

の

根

本

を

解

脱

す

る

の
注

を

發

見

せ
ら

れ

て
、從

來

軸



道

の
最

終

目
的

た

る

生

天

の
説

を

以

て
頗

る
劣

等

の
歡

義

な

り

ε
道

破

せ

ら

れ

し
も

の

に

し

て

而

も

其

生

天

説

を

根

本

よ

り

顛

覆

せ
す

世

界

創

造

の

大
梵

天

も
、其

儘

佛

漱

中

に

之

を

包

容

し

て

存

置

し

而

も

生

死

解

脱

の

大

道

を

説

示

給

ひ

し
も

の

で
、

大

乘

に

至

て

は
仁

王

經

に
十

八
梵

天

を

説

き
、大

論

に
魔

王

を

以

て

欲

界

の
圭

ε

な

し
魔

天

王

を

以

て

三

界

の
圭

ε
す

る

が

如

き
皆

是

れ

外

道

包

容

の
旨

趣

か

ら

説

か

れ

た

の

で

あ

る
。

本

地

垂

迹

の

説

は
全

く

注
華

經

の
所

説

よ

り

生

れ

た

る
も

の

に

し

て

法

華

經

二
十

八

品

中

の

前

十

四

品

は

泌

門

の

説

法

に

し

て
方

便

の

權

歡

を

開

會

し

て
眞

實

の
澂

を

示

す

に

あ

り

印

ち

三

乘

の
淺

歡

を

修

む

る

も

の

に
胴對
し

て

汝

等

の
修

行

は

便

ち
是

れ

菩

薩

乘

の

方

な

り

ε

い
ふ
如

し
、

後

の
十

四

品

は
本

門

の
説

法

に

し

て
迹

門

を

開
會

し

て

本

門

を

顯

す

ε
稱

せ

ら

る
、即

ち
今

日

の

釋

迦

は
今

始

め

て

佛

陀

の
地

位

に
到

り

た

る

も

の

に

あ

ら

す

し

て

過

去

久

遠

劫

の
昔

よ

り

佛

陀

な

り

ε
示

す

が
如

し
、帥

ち

過

去

七

佛

は

皆

釋

迦

の

顯

現

し

だ

る
も

の

に

し

て

現

在

の

釋

迦

は

迹

門

の
釋

迦

に

し

て

又

本
門

の

過
去

七

佛

等

の
化

現

也

ご
説

く

の

が

本

地

垂

迹

の
根

本

に

し

て
源

ε

法

華

經

読

に

し

て
智

者

大

師

の
判

釋

最

も

巧

妙

を

極

め

た

も

の

に

し

て
決

し

て

日

本

に
於

て

行

基

鰹

歡

弘

法

等

の
諸

大

士

が

創

説

せ

し

も

の

に

あ

ら

ざ

る
は

最

も

明
瞭

な

る

事

實

な

り

ε

す
。

支

那

及

朝

鮮

に
於

て
此

思

想

の

日
本

の
如

く

發

逹

せ

ざ

る
は

彼

國

々
各

々
國

體

を
異

に
す

る

七
三



七
四

を

以

て

な

り
、支

那

に

於

て
、老

子

を

以

て

迹

葉

菩

薩

蓬

し
、孔

子

を

以

て

光

淨
.菩

薩

叉

は

儒

童

菩

薩

ε

い

ひ
、顏

回

を

以

て

月

光

菩

薩

の
化

現

な

リ

ビ

云

ふ

が

如

き

假

令

佛

者

の

牽

強

附

會

誘

な

り

己

非

難

す

る

も

の

あ

れ

ば

ビ

て

カ
〈
一
種

の

本

地

垂

泌

説

な

る

は

亦

爭

ふ

べ

か

ら

す
。

次

に

朝

鮮

に
於

て

も

國

體

既

に
彼

れ

が

如

き
、支

那

ε

同

様
、本

邦

の

如

く

發

逹

す

べ

き

必

要

を

認

め

ざ

る

も

の

蓬

す

る
。

然

わ

ざ

も

高

麗

仁

宗

王

の
朝
、儔

妙

清

な

る
も

の

あ

り

り

て
其

六

年

(鑿

鞣
囀
難

大
)
仁

宗

王

に

説

き

て

林

原

宮

城

を
築

き

八

聖

堂

を

宮

中

に
遣

け

り
、其

八

聖

己

は

一
日

護

itl　
11
頭

嶽

太

自

仙

人

實

徳

交

殊

師

利

菩

薩

也

二

日

龍

剛團
山獄
亠ハ
逋

實
値
ゆ
釋

u邇
牟

尼

佛

也

三

日

月

城

嶽

天

仙

實

徳

大

辨

財

天

也

四
白

駒

麗

罕

壌

簡

人

實

徳

燃

燈

佛

也

五

日
駒

麗

木

覓

仙

人

實

徳

眦

婆

尸

佛

也

六

日

松

嶽

震

主

居

士

實

徳

金

剛

索

菩

薩

也

七

日

甑

城

嶽

紳

實

徳

勒

叉

天

王

也

入

日

頭

嶽

天

女

實

徳

不

動

優

婆

夷

也



當

時

日

者

自

壽

翰

な

る

も

の

檢

校

少

監

の
官

を

以

て

西

京
(即

孕

壌
)に

居

り

妙

清

を

以

て

師

ε

爲

す

ε

あ

り

當

時
、妙

清
、壽

翰
、知

常

の

三

人

を

三

聖

ご

稱

せ

ら

る

丶

に

至

り

し

が
、此

八

聖

に

對

す

る
、知

常

の

撰

交

云

く

不

疾

而

速
、不

行

而

至
、是

名

得

一
之

靈
、帥

無

而

有
、卸

實

而

虚
、盖

謂

本

來

之

佛
、惟

天

命

可

以

制

萬

物
、惟

土

徳

可

以

王

四

方
、肆

於

罕

壌

之

中
、卜

此

大

華

之

勢
、創

開

宮

闕

祗

若

陰

陽

爰

八

仙

於

其

問
、

奉

白

頭

而

始

想

耿

光

之

如

在

欲

妙

用

之

現

前

恍

矣

至

眞

雖

不

可

象

靜
、惟

實

徳

即

是

如

來
、命

繪

事

以

莊

嚴
、叩

玄

關

而

所

嚮
。

此

等

妙

清

以

下

儒

佛

の
爭

に

よ

り

て

遂

に

謀

叛

に

問

は

れ

て

其

終

を

よ

く

せ

ざ

り

し

人

な

る

が
、其

實

徳

ε

は

帥

ち

本

地

に

し

て

本

邦

の

紳

佛

脅

合

本

地

垂

迹

己

何

の

異

る
處

か

あ

る
、唯

此

時

代

が

本

邦

に

當

て

丶

崇

徳

帝

の

朝

に

し

て

稍

聴

代

の

遲

る

丶
を

以

て

余

の

此

説

を

聞

き

て

或

博

士

は

本

邦

の

逆

輪

入

論

に

あ

ら

す

や

ε

疑

ひ

た

る

は

如

何

に
此

説

の

日

本

製

た

る

事

の

先

入

主

ピ

な

れ

る

を

知

る

に

足

る
。

七
五


