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令
和
四
年
、
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

大
雪
で
ス
タ
ー
ト
し
た
令
和
四
年
の
新
春
と
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
に
は
、
連
日
の
雪
か
き
作
業
で

お
疲
れ
を
出
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
？
新
春
の
お
慶
び
と
併
せ
て
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

一
昨
年
、
昨
年
と
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
社
会
の
動
き
が
停
滞
し
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
疎
遠
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
二
年
間
で
し
た
が
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
進
め
ら
れ
る
中
、
感
染
者
数
も
大
幅
に
低
減
し
、

昨
年
末
に
は
、
福
祉
部
会
の
ご
尽
力
に
よ
り
ク
リ
ス
マ
ス
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
に
よ
る
感
染
拡
大
が
全
国
的
に
広
が
っ
て
お
り
、
今
後
の
動
向

に
よ
っ
て
は
、
ま
だ
ま
だ
本
調
子
に
活
動
が
出
来
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
何
と
か
活
動
が
再
開
出

来
る
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。 

 

さ
て
、
昨
年
の
特
筆
す
る
出
来
事
と
し
て
、
ト
ラ
イ
や
る
ウ
ィ
ー
ク
で
は
、
初
の
試
み
と
し
て
自
治

協
議
会
で
の
体
験
活
動
を
宿
南
地
区
自
治
協
議
会
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。 

 

大
人
で
あ
っ
て
も
、
自
治
協
議
会
っ
て
何
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
？
と
思
わ
れ
て
い
る
方
も
多
い
か
と

思
い
ま
す
が
、
中
学
生
の
時
か
ら
、
地
域
の
課
題
を
考
え
、
そ
こ
に
住
む
自
分
達
が
何
を
し
な
い
と
い

け
な
い
の
か
？
何
が
出
来
る
の
か
？
と
い
う
こ
と
を
考
え
ら
れ
る
良
い
機
会
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

概
要
に
つ
い
て
は
、
ふ
る
さ
と
宿
南
１２５
号
（
12
月
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
下
さ
い
。

（
宿
南
自
治
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
） 

 

令
和
三
年
度
の
今
後
の
事
業
と
し
て
は
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
と
村
民
号
バ
ス
旅
行
が
計
画
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
動
向
を
見
な
が
ら
、
追
っ
て
ご
案
内
し
ま
す
の
で
、
決
行
の
際
は
ご
参
加
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

ま
た
、
宿
南
地
区
の
過
疎
少
子
高
齢
化
を
緩
和
す
べ
く
子
育
て
世
代
の
移
住
者
を
招
き
入
れ
る
取
組

み
と
し
て
、
令
和
元
年
度
か
ら
戦
略
的
移
住
推
進
モ
デ
ル
事
業
を
進
め
て
き
ま
し
た
が
、
３
年
間
の
事

業
の
た
め
、
令
和
三
年
度
で
移
住
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
お
世
話
に
な
っ
て
き
た
森
本
さ
ん
の
支

援
が
終
わ
り
に
な
り
ま
す
。
こ
の
間
、
宿
南
地
区
民
の
有
志
の
皆
さ
ん
で
ス
タ
ー
ト
し
た
４
つ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
、
基
本
的
に
引
き
続
き
活
動
を
進
め
て
い
き
ま
す
の
で
、
関
心
を
持
っ
て
頂
け
る
方
が
あ

り
ま
し
た
ら
一
緒
に
参
画
し
て
、
他
地
域
か
ら
移
住
し
て
き
た
く
な
る
魅
力
あ
る
宿
南
地
区
を
一
緒
に

作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
も
、
情
報
の
発
信
と
共
有
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
風
通

し
の
良
い
宿
南
地
区
自
治
協
議
会
と
な
り
ま
す
よ
う
、
本
年
も
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
と
共
に
、
皆
さ
ま
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
祈
念
し
ま
し
て
、
年
頭
の
ご
挨

拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

宿
南
地
区
自
治
協
議
会 

会
長 

維
田
浩
之 



           

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
草庵先生紹介 
 

日記 ３５ 

 

青谿書院を建てから５年ほど経った時だった。池田草庵に宇都宮藩（現・栃木県）から藩主の指導者

として来てくれないかという招きがあった。 

「宇都宮藩の岡田氏から手紙が来る。妻八鹿より帰る。夜、片山（実家・兄の家）に行く。しばらくし

て帰る」嘉永５（１８５２〉年９月２６日 使者の持ってきた岡田からの手紙は、現在の宇都宮藩主戸

田忠明はまだ若く、その指導者として草庵にぜひ宇都宮藩に来てほしいというものであった。そして、

その待遇は禄（給料）は２００石、身分は用人格、子孫にも相応の禄を出すなどと破格のものだった。 

この時代、学問をしてどこかの藩に取り立ててもらうというのは、学問をするものの一つの目当てでも

あった。例えば、草庵の師の相馬九方は、草庵より１２歳年上であったが、５１歳で岸和田藩の藩需に

ようやく取り立てられた。九方は藩校「講習館」で斬新な教育をして注目され始めていた。九方の禄は、

将来は１００石も約束されていたが最初は２０石であった。（梅谷卓司著「渦潮の譜」から）草庵は師の

そんな情報も十分知っていただろう。４０歳近くなっていた草庵も、さらなる自分の可能性を求めて新

しい道へ進んでも不思議ではなかった。招きの手紙を書いたのは宇都宮藩の役人を務めていた岡田真吾

である。岡田はもともと草庵の友人の春日潜庵の門人であった。潜庵の紹介で、早くからたびたび草庵

とは手紙のやりとりをしていた。また、青谿書院にもやってきて、数日間書院に泊まり、草庵と対話し

たり講義を聴いたりするうちにますます草庵の人柄や学に敬服していた。その岡田が藩の重心たちと相

談して、草庵に手紙を書いたのだった。草庵は岡田からの手紙を受け取ってから、３日後に手紙の返事

を書いている。「岡田真吾氏からの手紙に返事を書いた」（嘉永５年９月２９日）日記にはそれだけしか

書かれていないが、迷いはなかった。返事は宇都宮藩からの招きを断るものだった。 

 草庵は身分や生活の安定、名声などは求めず、青谿書院で今まで通りの道を歩むことを改めて決心し

ていた。 

 

身近で見られる植物 ⑧ 大掃除 

クリスマス会 

行事予定 

１２月１２日、ふれあい隊・

花水木の会の皆さん２３名で

ふれあい倶楽部の内外をきれ

いにして頂きました。 

池田草庵先生に学ぶ会 

１２月１９日、４７人参加、

“あさやなぎ”のお二人による

ギター&ピアノ演奏を聴き、 

ビンゴゲームで賞品をゲット。

コロナ禍で飲食はありませんで

したが楽しい時間が過ごせまし

た。最後に火災訓練を実施、 

水消火器で放水を体験し初期 

消火の大切さを学びました。 

 

２月２６日（土）  ボウリング大会 

宇都宮藩からの招き
の手紙を読む草庵 

宮崎和夫さん作 

 セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケ

ノザ、スズナ、スズシロと言えば、春の七草で

すが、ハコベは、この中のハコベラのことで

す。畑や道端でもよく見られる雑草です。花

は、暖かくなる 3 月頃から咲きます（花は４月

撮影）が、越年草なので、今の時期でも見るこ

とができます。葉の付き方は対生で、花弁は５

枚ですが、1 枚が深裂して２枚に見えるため 10

枚に見えます。ニワトリ 

や小鳥の餌にも使われる 

ことか「ヒヨコグサ」と 

も言われ英語でも 

ハコベを「chickweed 

（=ヒヨコの草）」 

と呼んでいます。 

 

 

ハコベ〈ナデシコ科〉 


