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芭

蕉

と

曾

良

の

一

行

が

「

奥

の

細

道

」

の

旅

の

途

次

、

須

賀

川

の

友

人

等

躬

を

訪

ね

た

の

は

元

禄

２

年

陰

暦

４

月

２

２

日

。

等

躬

宅

は

ち

ょ

う

ど

田

植

の

真

っ

最

中

、

猫

の

手

も

借

り

た

い

ほ

ど
に

多

忙

だ

っ

た

。

し

か

し

、

時

刻

表

に

よ

っ

て

到

着

す

る

現

代

の

客

と

は

大

違

い

。

一

月

以

上

も

前

の

便

り

で

、

近

々

訪

ね

て

来

る

で

あ

ろ

う

こ

と

は

分

か

っ

て

い

る

と

は

い

う

も

の

の

、

こ

れ

が

い

つ

に

な

る

の

か
、

は

た

ま

た

本

当

に

到

着

す

る

も

の

か

ど

う

か

も
定

か

で

は

な

い

の

だ

か

ら

、

待

つ

方

だ

っ

て

予

定

な

ど

立

て

ら

れ

は

し

な

い

。

案

の

定

、

一

年

で

最

も

忙

し

い

田

植

と

ぶ

っ

つ

か

っ

て

し

ま

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

で

も

、

こ

の

日

は

早

速

俳

筵

を

開

催

し

、

歌

仙

三

巻

を

巻

い

た

と

い

う

。

そ

の

時

の

発

句

が

有

名

な

、 風

流

の

は

じ

め

や

奥

の

田

植

歌 

で

あ

っ

た

。 

さ

す

が

に

、

翌

２

３

日

は

等

躬

も

芭

蕉

の

相

手

な

ど

し

て

い

る
暇

は

な

か

っ

た

ら

し

く

、

友

人

で

ご

く

閑

人

の

世

捨

て

人

可

伸

と

い

う

者

を

紹

介

し

て

、

遠

来

の

客

に

は

一

日

の

ん

び

り

と

時

間

を

過

ご

し

て

も

ら

っ

た
。
そ

の

時

の

話

が
「

細

道

」

に

は

次

の

よ

う

に

記

さ

れ

て

い

る

。 

「

此

宿

の

傍

に

、

大

き

な

る

栗

の

木

陰

を

た

の

み

て

、

世

を

い

と

ふ

僧

有

。

橡

ひ

ろ

ふ

太

山

も

か

く

や

と

閒

に

覚

ら

れ

て

、

も

の

に

書

付

侍

る

。

其

詞

、 

栗

と

い

ふ

文

字

は

西

の

木

と

書

て

、

西

方

浄

土

に

便

あ

り

と

、

行

基

菩

薩

の

一

生

杖

に

も

柱

に

も

此

木

を

用

給

ふ

と

か

や

。 

世

の

人

の

見

付

ぬ

花

や

軒

の

栗

」 つ

ま

り

、

可

伸

の

庵

は

大

き

な

栗

の

木

の

下

に

あ

っ

た

の

だ

が
、

芭

蕉

は

こ

の

時

期

、

こ

う

い

う
世

捨

て

人

に

い

た

く

シ

ン

パ

シ

ー
を

感

じ

て

い

た

の

で

、

こ

の

栗

の

木

に

は

ひ

と

り

大

い

に

感

動

し

た

の

で

あ

る

。

何

し

ろ

栗

の

木

な

ど

と

い

う

も

の

は
見

て

美

し

く

も

な

ん

と

も

な

い

。

実

が

な

れ

ば

な

っ

た

で

そ

れ

が

落

ち

て

く

れ

ば

ノ

ー

テ

ン

に

多

少

の

出

血

は

覚

悟

し

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

可

伸

が

、

そ

ん

な

魅

力

の

な

い

木

を

植

え

て

い

る

の

は

、

栗

の

木

が

「

西

の

木

」

と

書

い

て

、

西

方

浄

土

に

因

縁

が

あ

る

か

ら

に

違

い

な

い

と

、

芭

蕉

は

独

り

合

点

し

た

の

で

あ

る

。

こ

う

し

て

法

外

な

評

価

を

受

け

た

可

伸

と

栗

の

木

は

す

っ

か

り
土

地

の

名

物

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ

れ

に

照

れ

た

の

で

あ

ろ

う

、

正

直

者

の

可

伸

は
「

伊

達

衣

」（

等

躬

編

）

に

次

の

よ

う

に

記

し

た

。 

「

予

が

軒

の

栗

は

、

更

に

行

基

の

よ

す

が

に

も

あ

ら

ず
、

唯

実

を

と

り

て

喰

の

み

成

し

を

、

い

に

し

夏

、

芭

蕉

翁

の

み

ち

の

く

行

脚

の

折

か

ら

、

一

句

を

残

せ

し

よ

り
、

人

々

愛

る

事

と

成

侍

り

ぬ 

梅

が

香

を

今

朝

は

借

す

ら

ん

軒

の

栗

 
 

 

須

賀

川

栗

斎

可

伸
」 

可

伸

な

ら

ず

と

も

、

栗

の

木

な

ど

と

い

う

も

の

、

あ

の

お

い

し

い

実

以

外

に

は

、

梅

の

香

の

助

け

で

も

借

り

な

け

れ

ば

、

う

ら

ら

な
春

の

日

の

庭

木

に

は

相

応

し

く

な

い

の

で

あ

る

。 


