
帝釈寺の歴史について
た い し ゃ く じ

古文書（慶応４年に伝来のものを写しなおした由緒・県史蹟調査第１輯）によると、
こもん じょ けいおう でんらい ゆいしょ し せ き しゅう

約１４００年前（推古帝２１年：６１３年）、聖徳太子が泰河勝に命じて日向宮崎の
す い こてい しょうとくたい し はたのかわかつ

神式帝の帝跡である下北方名田の地に国家安泰宝祚長久を祈願する霊場として
じん む てい ていせき しもきたかたみょうでん こっか あん たいほうそちょうきゅう きが ん れいじょう

伽藍を建立し、往古の因縁に因み（帝跡を寺地としたため）善法山「帝跡寺」と号され
が らん こんりゅう お うこ いんねん ちな じ ち ぜんほうざん てい せ きじ ごう

たといわれる。

その後８２代後鳥羽上皇の御代（１１９５年頃）、平 （悪七兵衛）景清が伽藍を
ご と ば じ ょうこ う み だ い たいらの あくしちび ょうえ かげきよ

再興し、「帝跡寺」を「帝釈寺」と改め、平家一門の菩提を供養したといわれる。
さいこう たいしゃくじ へ いけいちもん ぼ だ い

そして１００代後小松天皇の御代（応永２年：１３９５年）には、宮崎鶴居ケ城主
ご こま つ て ん の う おうえい つ るい が じょうしゅ

土持民部が、その旧塔を整備し天台宗から曹洞宗に改め、天海希曇禅師を伯州
つちもちみ んぶ きゅうとう てんだいしゅう そうとうしゅう てんかいいきどん ぜ ん じ はくしゅう

（鳥取県）から請して開山とした。
しょう かいさん

この後、１５世を経て寺運の衰退を招き、宝暦元年(１７５１年）飫肥の長持寺（現在
じ うん すいたい まね ほうれきがんねん お び ち ょうじじ

廃寺）より雄嶽大英大和尚が入寺再興し、長持寺の末寺となる。
は い じ ゆうがくだいえいだいおしょう にゅうじさいこう ま つ じ

明治維新の際、県内の多くの寺院は廃仏毀釈の難に遭ったが、帝釈寺だけは往古
め い じい しん はいぶつきしゃく なん あ

の因縁により難を免れた。明治８年(１８７５年）美原満堂大和尚が住職し、布教教化
まぬが み はらまんどう ふ きょうきょうか

・伽藍の復興に尽力し、さらに郡内廃毀の寺院十数ヶ寺を復興する等、その功績多大
ふっこう じんりょく は い き

であったため、明治３９年(１９０６年）４月大本山総持寺御直末に列せられた。
だいほんざん そ う じ じ お じきまつ れつ

第二次世界大戦の戦火で、山門鐘楼を残し伽藍のほとんどを焼失したため、仮設
さんもんしょうろう

の本堂等により寺院の形態を維持してきたが、昭和３８年、当時高千穂相互銀行
た か ち ほ そ うご ぎ ん こ う

頭取猪野勇氏は御先祖・御令室の追善のために本堂を建築寄進され、合わせて
とうどりい の い さむ ごれ い しつ ついぜん き し ん

檀信徒一致団結して本堂内の荘厳・諸設備並びに庫裡・外塀等を新築整備し、往
だん しん と く り そとべい

時の伽藍が再現された。

昭和５６年には納骨堂（坐禅堂を含む）が檀信徒の協力により建立され、その後、
のうこつどう ざぜ ん どう

平成２０年に本堂・位牌堂の屋根・外装の大改修工事を行い、翌２１年には｢善法閣
ぜんぽうかく

(檀信徒会館)」が新築され今日に至る。

なお、境内墓地には慶長２年(１５９７年）の年紀をもつ無縫塔（卵塔：僧侶の墓）が
けいちょう ね ん き む ほ うとう らんとう そうりょ

あり、また平成２年秋に修理された山門は、江戸時代元禄年間(１６９５年前後）のもの
さんもん げんろく

と伝えられる。


