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新
年
の
ご
あ
い
さ
つ 

会
長 

 
 

西
村 

正 

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

輝
か
し
い
新
年
を
迎
え
、
皆
様
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

昨
年
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
養
父
市
一
斉
避
難
訓
練
に
お
け
る
宿
南
小
学
校
で
の
防

災
訓
練
に
は
、
予
想
を
大
幅
に
上
回
る
二
百
四
十
名
の
参
加
者
が
あ
り
有
意
義
な
訓
練
と
な

り
ま
し
た
。
総
合
運
動
会
も
多
く
の
方
の
参
加
が
あ
り
大
い
に
盛
り
上
が
り
、
文
化
祭
で
は

芸
能
発
表
会
に
た
く
さ
ん
の
出
演
者
が
あ
り
楽
し
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
年
末
の
ク
リ

ス
マ
ス
会
で
は
営
農
組
合
か
ら
提
供
さ
れ
た
新
米
三
種
の
食
味
会
が
企
画
さ
れ
、
老
若
男
女

八
十
数
名
が
集
ま
り
賑
や
か
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
恒
例
の
行
事
の
他
に
新
し
い
取

り
組
み
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。 

ま
ず
、
養
父
市
と
宿
南
地
区
自
治
協
議
会
と
の
間
で
青
谿
書
院
の
管
理
業
務
委
託
契
約
を

結
び
、
十
月
か
ら
青
谿
書
院
の
維
持
管
理
の
取
り
組
み
を
始
め
ま
し
た
。
冬
期
を
除
き
土
曜

日
・
日
曜
日
は
管
理
人
が
常
駐
し
て
案
内
し
ま
す
。
資
料
館
の
中
も
見
学
で
き
ま
す
。
三
ヶ

月
経
過
し
ま
し
た
が
、
札
幌
市
、
富
山
市
な
ど
遠
方
か
ら
見
え
る
方
も
あ
り
驚
い
て
い
ま
す
。

一
方
、
地
元
の
方
の
見
学
が
少
な
く
、
残
念
に
思
い
ま
す
。
春
に
な
っ
て
暖
か
く
な
っ
た
ら

ぜ
ひ
、
足
を
お
運
び
下
さ
い
。
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
戦
略
的
移
住
推
進
モ
デ
ル
事
業
が
七
月
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
宿
南
地
区
を
持

続
可
能
な
地
域
に
す
る
た
め
、
移
住
・
定
住
推
進
計
画
を
策
定
し
、
実
践
し
、
移
住
者
・
定

住
者
を
獲
得
し
よ
う
と
い
う
事
業
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
住
め
る
住
宅
、
空
き
家
の
確
保

は
重
要
な
課
題
で
す
が
、
そ
の
他
に
、
宿
南
が
魅
力
あ
る
地
域
で
あ
る
か
、
誇
れ
る
ふ
る
さ

と
で
あ
る
か
、
選
択
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
地
区
で
あ
る
か
、
も
重
要
な
問
題
で
す
。
宿
南

地
区
の
「
未
来
を
変
え
る
」
「
少
子
化
対
策
」
を
考
え
る
と
し
て
、
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
セ
ッ
シ

ョ
ン
（
未
来
づ
く
り
会
議
）
を
三
回
実
施
し
ま
し
た
。 

そ
の
結
果
、
自
分
た
ち
の
や
り
た
い
こ
と(

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト)

の
中
か
ら
四
つ
を
選
び
、
先

行
し
て
推
進
、
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
そ
の
内
二
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
は
十
二
月
に
会
議
を
持
ち
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
残
り
の
二
つ
の
チ
ー
ム
も
一
月
に
ス
タ

ー
ト
し
ま
す
。
今
は
ま
だ
会
議
の
メ
ン
バ
ー
の
中
で
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
広
く

地
区
の
方
に
メ
ン
バ
ー
募
集
や
協
力
要
請
な
ど
声
が
か
か
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
の
節
に

は
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

宿
南
地
区
で
は
少
子
高
齢
化
が
顕
著
と
な
っ
て
お
り
最
も
危
惧
す
る
と
こ
ろ
で
す
。『
生
き

生
き
と
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
住
み
よ
い
地
域
』
に
す
る
た
め
に
、
他
人
事
と
し
な
い
で
、
自

分
に
は
何
が
で
き
る
か
を
考
え
、
み
ん
な
で
知
恵
を
出
し
あ
い
、
み
ん
な
で
協
力
し
て
、
み

ん
な
の
力
を
結
集
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

皆
様
の
一
層
の
ご
指
導
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し

ま
す
。 

 



      草庵先生紹介 
日記 １６ 

 

 お年寄りを招いて開く養老会は、安政２（１８５５）年からはほとんど毎年開かれていった。 

「本日は、休講にする。朝、塾生に掃除をさせる。この日は、養老会をして村人が集まり一日にぎやかに過

ぎる（後略）（安政３年３月２２日） 

 これは、２回目の養老会を催した日の日記である。この年の養老会は、書院の講義は休講にして、塾生に掃

除をさせて村人を迎え入れている。この日は３月２２日だが、現在の太陽暦でいえば４月下旬で、気候の良

い時である。養老会はこの気候のよい時期を選んで開かれ、時には書院の周りに咲く桜をめでながら行われ

たこともあった。 

 宴会の後、みんなで心置きなく語り合うことも養老会の楽しみの一つであった。どんなことが、お年寄り

の間で話題になったのか。 

 「それは自分の仕事、今までやって来た仕事のことなどで、桑や麻、それに機織りの事などがよく話題にな

っていた。それを側で聞いていると、本当に純朴で誠実なお年寄りの人柄が出てくる話で、今の若い人には

とても及ばないようなものであった。こういうことを聞いて、若い人がお年寄りに学ぶ風習が広まっていく

ことを願う」（「養老会記」より） 

 お年寄りを敬い、いたわり、その人柄、知恵に学んでいこうとする池田草庵の願いがよくわかる。現在の国

民の祝日である「敬老の日」は、「老人を敬愛し長寿を祝う」ことを趣旨として昭和４１（１９６６）年に制

定された。しかし、ここ青谿書院では、江戸時代末期に、すでにお年寄りを敬い、お年寄りに学ぶ集いが開か

れていたのだ。 

 その後も養老会は続けられていった。次のようなこともあった。 

 「今日、村人相集まって養老会をする。一日中にぎやか。村人が、入門していた横田君兄弟（生野代官の子

弟）を呼んで酒食を勧めた。そんなこともあって大酔いして早く就寝。この日も読書できなかった」（慶応２

〈１８６６〉年４月４日） 

 幕府の役人の息子たちと飲食を共にして、老人たちも大いに盛り上がったのだろう。 

                                      （提供 朝日新聞社） 

 

 

 

 

２月２２日（土）ボウリング大会〈１９時スタート〉 

豊岡アーバンボウル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養老会では養蚕のことなど
も話題になった 

宮崎和夫さん作 

『青谿書院塾』 

１２月１日（日）宿南ふれあい倶楽部ホールで４５

人参加で開催されました。池田草庵先生に学ぶ会の

高木俊雄さんの「池田草庵を地域に活かす」報告の

後、東洋大学名誉教授 吉田公平さんに「青谿書院

は読書の処なり」と題して講演を聞きました。 

クリスマス会 
１２月２２日（日）多世代８８人参加で開催されま

した。宿南営農組合生産３種類のお米で食味会が行

なわれました。ビンゴゲームを楽しみ、花水木の会

の会員さんの手作りうどん、ばら寿司（もちろん宿

南営農組合産米）をおいしくいただき、ケーキ、ジ

ュースで団欒の時を過ごしました。 

お知らせ 


