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　骨こ
っ
そ
う
し
相
師（
占
い
師
）が「
水す

い
な
ん難（
水
に
よ
る
災
難
）

の
相
が
あ
る
」
と
無む

隠い
ん

元げ
ん

晦か
い

に
指
摘
し
、
元げ

ん

へ

の
渡
海
を
と
ど
め
ま
し
た
が「
私
は
今
、
法
を

求
め
て
い
る
。
法
の
た
め
に
は
身
を
顧
み
な
い
」

と
、
ま
っ
た
く
動
じ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
無

事
帰
国
し
た
彼
を
見
た
骨こ

っ
そ
う
し

相
師
は「
至し

じ
ん人（
道

を
修
め
て
極
致
に
達
し
た
人
）は
測
る
べ
か
ら

ず
」と
大
い
に
驚
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

当時、元
げん

屈指の名僧であった中
ちゅうほうみょうほん

峰明本。そのもとで６年の修行を経て悟
りを開いた無

む

隠
いん

元
げん

晦
かい

に、印可（認可）が与えられました。その書の中で
中
ちゅうほうみょうほん

峰明本は「無隠が禅道を大悟したが、外にあらわさず堂々として自然に
あらわれ、共にいると清風のようにすがすがしく感じる」とたたえています。

　無む

隠い
ん

元げ
ん

晦か
い

の
絶
筆（
最
後
の
手
紙
）と
も
い
え
る
書
簡
が
法
雲
寺（
茨
城
県
）に
あ
り
ま
す
。
元げ

ん

の
国
で
厳
し
い

修
行
を
と
も
に
し
た
復ふ

く
あ
ん
そ
う
き

庵
宗
己
に
あ
て
た
も
の
で
「
宗
教
に
補
う
こ
と
な
し
」（
宗
教
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
）
と
自
ら
の
生
涯
の
業
績
を
省
み
て
い
ま
す
。「
雲
の
か
か
っ
た
山（
福
智
山
）を
見
て
、
ま
す
ま
す
修

行
生
活
と
友
を
恋
し
く
思
う
」と
の
内
容
を
し
た
た
め
、死
期
を
前
に
し
て
心
か
ら
旧
交
を
懐
か
し
ん
で
い
ま
す
。

　官
寺（
国
家
の
寺
）で
頂
点
を
極
め
た
無む

隠い
ん

元げ
ん

晦か
い

。
晩
年
は
京
都
の
禅
宗
界
で
つ
つ
が
な

く
過
ご
す
こ
と
も
で
き
ま
し
た
が
、
故
郷
の

福
智
山
麓ろ

く

へ
と
移
り
住
み
ま
す
。
こ
こ
で
師
で

あ
る
中

ち
ゅ
う

峰ほ
う

明み
ょ
う
ほ
ん本
に
習
っ
て
隠い

ん
せ
い棲
し
、
幻げ

ん
じ
ゅ
う
は

住
派

ら
し
い
余
生
を
全
う
し
ま
し
た
。
当
時
、
興

国
寺
は
天
目
寺
と
呼
ば
れ
、
無む

隠い
ん

元げ
ん

晦か
い

が
修

行
し
た
元げ

ん

の
天
目
山
に
も
由
来
し
て
い
ま
す
。

与
むいんげんかいにあたうし

無隠元晦詩／馮
ふう

子
し

振
しん

　　　  東京国立博物館所蔵  Image:TNM Image Archives  Source:http://TnmArchives.jp/国宝
　  

無
む

隠
いん

元
げん

晦
かい

は元
げん

に渡る当初から、豊前国の守護である大友氏から父子三代にわ
たって支持されます。特に大友貞宗は元

げん

への留学費を援助し、無
む

隠
いん

元
げん

晦
かい

が悟
りを開いたことを知って大変喜び、感謝の書簡と砂金を中

ちゅうほうみょうほん

峰明本に送りまし
た。また、足利尊氏、直

ただよし

義兄弟は、興国寺を安国寺の随一に指定し、寺領を
寄進。それら破格の厚遇から無

む

隠
いん

元
げん

晦
かい

の徳の高さがうかがえます。なお、興
国寺には数々の尊氏伝説が残され、安国寺についてわが国最古の資料となる
興国寺文書は県文化財に指定されています。

かつて王朝に仕え官途を歩んだ馮
ふ う し し ん

子振は、無
む

隠
いん

元
げん

晦
かい

の師である中
ちゅうほうみょうほん

峰明本
と親交が深かった元

げん

の国随一の文人で、大詩人かつ名筆家。その彼が、日
本から渡ってきた無

む

隠
いん

元
げん

晦
かい

を一見してその法器を知り、３首の七
し ち ご ん ぜ っ く

言絶句
「与

むいんげんかいにあたうし

無隠元晦詩」を揮
き ご う

毫して贈っています。馮
ふ う し し ん

子振の60歳ごろの作といわれ
るこの書は、個性的な文字の造形と筆運びが特徴で、紙をえぐるような才気
にあふれたもの。国宝に指定され、現在、東京国立博物館に所蔵されています。
この他にも馮

ふ う し し ん

子振から無
む

隠
いん

元
げん

晦
かい

に与えられた語が伝えられ、馮
ふ う し し ん

子振がいかに
無
む

隠
いん

元
げん

晦
かい

を重んじ、彼が元
げん

で
名を馳

は

せたかが、うかがえます。

エピソード

当代随一の禅僧である師が絶賛エピソード

将軍、副将軍、守護が厚遇エピソード

エ
ピ
ソ
ー
ド

最
晩
年
は
福
智
で

エ
ピ
ソ
ー
ド

命
が
け
で
信
念
を
貫
く

エ
ピ
ソ
ー
ド

最
期
ま
で
お
ご
ら
ず

通常は非公開の県指定文化財
「無隠元晦坐像」が650遠忌法
要で公開されます。（入場無料）

　無む

隠い
ん

元げ
ん

晦か
い

は
悟
り
を
開
い
た
後
、
元げ

ん

の
国
の

諸
山
に
い
ま
し
た
が
、
帰
国
を
前
に
し
て
、
師

で
あ
る
中

ち
ゅ
う

峰ほ
う
み
ょ
う
ほ
ん

明
本
の
死
去
に
遭
遇
。
こ
れ
を

悲
し
ん
だ
無む

隠い
ん

元げ
ん

晦か
い

は
帰
国
を
取
り
や
め
、

天
目
山
に
戻
り
ま
す
。
そ
し
て
３
年
も
の
間
、

日
本
か
ら
元げ

ん

に
渡
っ
た
友
で
あ
る
復ふ

く
あ
ん
そ
う
き

庵
宗
己

ら
と
と
も
に
中

ち
ゅ
う

峰ほ
う
み
ょ
う
ほ
ん

明
本
の
塔
を
守
り
続
け
ま

し
た
。
喪
に
服
し
た
３
年
後
、
よ
う
や
く
天
目

山
を
下
り
、帰
国
の
途
に
つ
い
た
と
い
い
ま
す
。

な
お
、逆
に
無む

隠い
ん

元げ
ん

晦か
い

が
亡
く
な
っ
た
際
に
は
、

の
ち
に
高
僧
と
な
る
大だ

い
せ
つ
そ
の
う

拙
祖
能
が
中
国
か
ら

帰
国
し
、
興
国
寺
で
３
年
間
そ
の
塔
を
守
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

エ
ピ
ソ
ー
ド

師
の
た
め
帰
国
中
止

扁
へんがく

額に「天目山」
と掲げられてい
る興国寺の山門。

　誰もが社会の一
員として、助け、助
けられることで、こ
の社会は成り立っ
ています。それはつ
まり、自分の勤労
や生活そのものが、
知らないうちに誰か
の役に立っている
ということ。どうせ
なら、その職業や
勤労が生計のため
だけではなく、能力
や適性を発揮でき、
より充実感や達成
感が得られる場であれば、なお幸せです。
　今の子どもたちは、間接体験や疑似体
験は多いのですが、自然接触、縦集団行動、
自発的活動、社会参加、勤労、困難などの
体験に欠ける「欠損体験」が指摘されてい
ます。人は自らの経験をもとに、生きてい
く上でのさまざまな判断をし、行動していき
ます。直接体験がなく判断基準が乏しけれ
ば、自分にとって何が適正なのか、能力な
のかさえ判別できません。さらに言えば、自
分のやりたいことが分からないから意欲も
わかない…。ニートやフリーター増加の要
因は、雇用状況の変化だけではないようで
す。そのような視点からも今回の中学生職
場体験は、それぞれが実りある人生をおく
るためのヒントとなったに違いありません。
　開拓した、大成した、一つのことに長けて
いた…。そんなフロンティアに挑み、得意技
を生かしてきた先人たちは、みな少なからず
志
こころざし

を抱いていました。そこで、子どもたちに
は、大海を越えた郷土の高僧の生き様から
何かを感じ取って欲しいのです。志

こころざし

が立て
ば道が開ける、志

こころざし

が高ければ果てしなく視野
が広がる、志

こころざし

は自分の魅力として表れ、そこ
に人とのつながりが生まれる…。無隠元晦は
「志
こころざし

あるところに、道は拓
ひら

かれる」というメ
ッセージをはるか南北朝の時代から、今この
町に生きるわたしたちに投げかけています。

日時  10月４日土 10:30～
場所  天目山興国寺（上野）

見る角度によって違った表情を見せる無隠元晦坐像

元の国を代表する文人の心をつかんだ


