
まま

だだ

いい

たた

木木

訥訥

のの

仁仁  
「「

日日

曜曜

寸寸

言言

」」
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芭

蕉

は

、
『

奥

の

細

道

』

の

旅

の

途

次

、
元

禄

２

年

４

月

１

日
（

原

文

で

は

３

月

丗

日

と

あ

る

が

誤

り

）
、

東

照

宮

参

拝

を

直

前

に

し

て

日

光

山

麓

の

旅

篭

に

宿

泊

す

る

。

そ

こ

の

主

の

名

は
「

仏

五

左

衛

門

」
。「

よ

ろ

ず

正

直

を

旨

と

す

る

の

で

、

人

は

私

の

こ

と

を

こ

う

呼

ぶ

が

、

一

夜

の

草

枕

、

ゆ

っ

た

り

と

休

ん

で

く

れ

。
」
な

ど

と

言

う

の

で

、
ど

ん

な

「

仏

」

が

こ

の

汚

濁

し

た

娑

婆

に

出

現

し

た

の

か

と

、

彼

を

つ

ぶ

さ

に

観

察

し

た

。
そ

の

結

果

、「

あ

る

じ

の

な

す

事

に

心

を

と

ど

め

て

み

る

に

、

唯

無

智

無

分

別

．

．

．

．

．
に

し

て

正

直

偏

固

の

者

也

」

と

い

う

こ

と

に

な

っ

た

。

こ

こ

に

、
「

無

智

」

だ

の
「

無

分

別

」
だ

の

と

い

う

か

ら

、

現

代

語

で

こ

れ

を

解

す

る

と

、

こ

の

家

の

主

人

は

唯

の

バ

カ

と

い

う

に

等

し

い

。
だ

が

、
そ

れ

は

違

う

。

こ

こ

で

い

う

「

無

智

無

分

別

」

と

は

、

い

た

ず

ら

に

「

理

」

に

こ

だ

わ

っ

て

行

動

す

る

の

で

は

な

く

、

あ

く

ま

で

も

自

然

の

ま

ま

に

欲

得

の

無

い

行

動

を

す

る

と

し

た

特

上

の

ほ

め

言

葉

な

の

で

あ

る

。

芭

蕉

一

行

は

、

五

左

衛

門

の

も

て

な

し

に

旅

の

疲

れ

を

癒

し

、

次

な

る

那

須

の

黒

羽

へ

と

歩

を

進

め

た

の

で

あ

る

。

 

自

宅

を

建

て

て

３

０

年

。

こ

の

家

で

両

親

の

死

を

看

取

り

、

三

人

の

男

子

を

育

て

た

も

の

の

、

多

忙

に

か

ま

け

て

何

ひ

と

つ

手

入

れ

を

し

な

い

で

今

日

ま

で

き

て

し

ま

っ

た

。

予

定

外

に

暇

な

時

間

が

手

に

入

っ

た

の

を

機

に

、

大

型

改

修

に

着

手

し

た

。

切

開

し

て

み

る

と

、

家

主

と

同

様

随

所

に

損

傷

が

ひ

ど

い

。

そ

れ

で

も

、

昨

年

末

の

温

暖

な

好

天

に

も

恵

ま

れ

て

、

取

り

あ

え

ず

第

一

期

工

事

を

無

事

終

え

た

。 

改

装

工

事

と

い

い

な

が

ら

、

大

工

に

左

官

、

電

気

、

水

道

、

畳

、

内

装

、

屋

根

に

建

具

に

外

壁

工

事

と

、

職

人

仕

事

は

ひ

と

と

お

り

、

新

築

工

事

と

何

ら

変

わ

ら

な

い

。

棟

梁

の

Ｋ

さ

ん

の

人

柄

の

良

さ

で

、

集

ま

っ

た

職

人

集

団

２

０

余

人

に

よ

る

実

に

「

無

智

無

分

別

」

な

手

仕

事

が

な

さ

れ

、

そ

の

結

果

に

は

大

い

に

満

足

し

た

。

中

で

も

、

ひ

と

き

わ

際

立

っ

た

「

剛

毅

木

訥

」

の

「

仁

」

が

い

た

の

で

こ

こ

に

記

し

て

お

く

。

 

彼

ら

三

人

は

、

県

の

南

端

の

町

か

ら

、

ま

だ

暗

い

う

ち

に

や

っ

て

く

る

。

分

担

は

外

装

工

事

。

３

０

年

も

風

雨

に

さ

ら

さ

れ

た

外

壁

の

汚

濁

状

態

な

ど

と

い

う

の

は

す

さ

ま

じ

い

。

壁

は

ひ

び

割

れ

、

木

骨

は

裂

け

、

ブ

リ

キ

は

赤

サ

ビ

に

侵

さ

れ

て

い

る

。

大

工

の

棟

梁

経

由

で

届

け

ら

れ

て

い

る

見

積

書

に

は

、

通

り

一

遍

の

外

壁

工

事

が

予

算

化

さ

れ

て

い

た

だ

け

だ

。

三

人

の

ペ

ン

キ

屋

さ

ん

は

、

日

一

日

と

冬

型

に

変

わ

っ

て

い

く

寒

さ

の

中

を
「

朝

は

朝

星

、
夜

は

夜

星

」
、
唯

黙

々

と

仕

事

に

励

む

。

見

積

も

り

書

通

り

な

ら

と

っ

く

に

終

わ

っ

て

い

る

工

事

を

黙

々

と

続

け

る

。

予

定

の

倍

の

日

数

を

か

け

て

し

遂

げ

た

後

を

見

て

驚

い

た

。

一

点

の

非

の

打

ち

所

が

無

い

。

ま

だ

、

こ

う

い

う

誠

実

な

手

仕

事

を

す

る

職

人

が

こ

の

国

に

は

居

た

の

だ

。

 

『

奥

の

細

道

』

に

は

、

五

左

衛

門

を

「

剛

毅

木

訥

の

仁

に

近

き

た

ぐ

ひ

、

気

稟

の

清

質

、

尤

尊

ぶ

べ

し

。
」
と

あ

る

。
げ

に

同

感

で

あ

る

。

 


