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先
日
、
友
人
か
ら
の
誘
い
で
周
防
大
島

の
瀬
戸
内
ア
ル
プ
ス
の
縦
走
登
山
に
挑
戦

し
て
き
ま
し
た
。

　
周
防
大
島
に
来
る
前
は
関
東
に
あ
る
高

尾
山
や
奥
多
摩
の
山
で
登
山
を
楽
し
ん
だ

り
、少
々
体
力
が
必
要
な
屋
久
島
の
ト
レ
ッ

キ
ン
グ
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
登
山

初
心
者
で
は
な
い
と
自
覚
し
て
お
り
、
気

軽
に
臨
ん
だ
の
で
す
が
、
初
め
て
の
縦
走

は
想
像
以
上
の
も
の
で
し
た
。

　
当
日
は
汗
ば
む
気
候
で
し
た
が
、
山
道

は
木
陰
が
多
く
空
気
は
少
し
ひ
ん
や
り
と

し
て
お
り
、
清
々
し
い
山
の
空
気
を
吸
い

な
が
ら
気
持
ち
よ
く
文
珠
山
の
中
腹
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
四
境
の
役
の
土
塁
、

三
ッ
石
古
戦
場
の
砲
台
跡
、
ひ
っ
そ
り
と

佇
む
岩
屋
観
音
を
通
り
、
あ
け
び
の
実
を

見
つ
け
た
り
、
金
木
犀
の
香
り
で
一
杯
の

道
を
通
っ
た
り
、
マ
ム
シ
に
連
続
し
て
遭

遇
し
た
り
と
歴
史
に
自
然
、
ス
リ
ル
も
感

じ
な
が
ら
の
登
山
で
す
。

　
文
珠
山
の
次
は
嘉
納
山
、
源
明
山
と
続

き
、
ゴ
ー
ル
の
嵩
山
ま
で
は
か
な
り
の
長

丁
場
で
す
。
後
半
に
は
足
が
ガ
ク
ガ
ク
に

な
り
、
み
ん
な
黙
々
と
、
た
だ
た
だ
重
い

足
を
前
へ
前
へ
と
進
め
て
い
き
ま
し
た
。

そ
し
て
日
も
暮
れ
始
め
た
こ
ろ
に
嵩
山
の

ゴ
ー
ル
地
点
に
到
着
し
た
と
き
は
疲
労
よ

り
も
や
り
き
っ
た
と
い
う
思
い
で
い
っ
ぱ

い
で
し
た
。

　
そ
の
後
二
、三
日
は
脚
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら

が
痛
く
、
思
い
出
だ
け
で
な
い
余
韻
も
残

し
た
縦
走
で
し
た
が
、
あ
の
し
ん
ど
さ
と

達
成
感
と
筋
肉
痛
を
ま
た
味
わ
い
た
く
な

り
、
ま
た
次
の
登
山
を
計
画
中
で
す
。

　
さ
て
、
次
回
の
海
掃
除
は
12
月
5
日
㈫

午
後
3
時
か
ら
長
浜
の
海
岸
に
て
行
い
ま

す
。

周防大島町定住促進協議会
☎０８２０（７４）１００７

▲嘉納山山頂でランチをとりほっと一息。

22

　近世の名筆明月上人は、享保１２年（１７２７年）
８月１５日、日前の願

がんぎょうじ

行寺の二男として生まれた。生
まれた日が月の美しい仲秋であったので、後に明月と
名乗った。
　明月は、幼児から本堂の縁に濡れ雑巾で字の稽古に
励んだと言われる。さらに師匠について涙ぐましい努
力の末、越後の良寛、備中の寂

じゃくごん

厳と共に近世の三筆と
称されるようになった。
　１４歳で愛媛県松山市の円光寺に入り、３３歳で七
代目の住職となる。２０歳のころ、京都、大阪、江戸
に遊学し、仏教や儒学の学を究め、徂

そ ら い

徠の古学を好ん
だ。寺の住職を子に譲り、晩年は１日中書に熱中して
暮らした。
　頼まれれば額や石碑や寺の鐘の字や本のまえがき
など気安く引き受けた。町の人々は、「明月さん」と
呼んで親しんだ。また散文つくりや書を通じて多くの
友達がいた。

周 防 大 島 の 文 化 財

明月上人  生誕の地（日前）

22

　「抹
ふ そ う じ ゅ で ん

桑樹伝」や「伊予国道後温泉記」などの書から
天下の明月の名を高めている。
　「風呂吹きを喰ひに浮世へ百年目」は、明月上人の
百回忌の法事の時、正岡子規が寄せた句である。
　「一仏国界皆聞法」と書かれた明月上人自筆の軸物
が願行寺に残されている。その字体をそのまま碑にし
たものと、子規の句の碑などが願行寺の境内に建てら
れている。

《文化財保護審議会委員　正久　武則》

願行寺境内にある明月上
人の銅像㊤と正岡子規が
寄せた句の句碑㊨


