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昻た
か
し（
真
民
の
戸
籍
名
）が
、小
学
校
３
年
の
秋
、生

活
が
一
転
す
る
出
来
事
が
起
こ
り
ま
し
た
。紹
介
す
る

詩
は
、そ
の
秋
か
ら
68
年
後
、父
親（
子た
ね
じ司
）の
命
日

で
あ
る
９
月
15
日
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
す
。２
枚
の

写
真
は
、坂
村
の
本
家
と
村
に
あ
る
共
同
井
戸
の
現

在
の
様
子
を
写
し
て
い
ま
す
。広
い
本
家
跡
地
は
草

が
刈
ら
れ
手
が
入
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
し
、井
戸
は

住
民
に
よ
っ
て
清
掃
さ
れ
澄
ん
だ
水
面
が
み
ら
れ
ま

し
た
。

父・子司（たねじ）の
生家があった地　
現在の写真

村の共同井戸
現在の写真

　

こ
の
詩
の
１
節
は
、熊
本
市
藤
崎
八
幡
宮
の
秋
の

大
祭
・
ぼ
し
た
祭
り
で
賑
わ
う
な
か
、群
衆
で
し
ば

し
ば
立
ち
往
生
す
る
軽
便
鉄
道
に
乗
る
一
家
の
様
子

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。こ
の
一
家
の
周
り
だ
け
音
が
消

え
た
よ
う
な
世
界
で
、長
男
と
思
わ
れ
る
少
年
の
膝

の
上
に
は
白
布
に
包
ま
れ
た
骨
壺
ら
し
き
も
の
が
置

か
れ
て
い
る
、胸
が
痛
む
ワ
ン
シ
ー
ン
で
す
。―
こ
の
時

を
境
に
し
て
、少
年
は
変
わ
っ
て
行
き
ま
し
た
―

　

昻
が
父
親
と
一
緒
に
食
事
を
し
た
記
憶
の
最
後

は
、８
月
の
大
か
み
な
り
の
日
と
あ
り
ま
す
か
ら
、急

に
発
病
し
、あ
っ
と
い
う
間
に
悪
く
な
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。地
方
の
医
者
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ず
熊

本
県
立
病
院
に
入
院
し
、長
男
の
昻
と
妹
の
二
人
だ

け
が
家
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。電
報
が
き
て
二
人
は
汽

車
に
乗
り
、軽
便
鉄
道
に
乗
り
病
院
に
向
か
い
ま
す
。

父
親
に
会
え
る
も
の
と
、道
中
楽
し
く
珍
し
く
行
っ

た
先
に
待
っ
て
い
た
の
は
、冷
た
い
部
屋
に
蝋
の
よ
う

な
顔
に
な
っ
て
寝
て
い
た
父
親
で
し
た
。

　

５
人
の
子
を
残
し
て
父
親
が
急
逝
し
、母
と
子

供
達
は
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。そ
の
時
、母
親

（
夕た

ね子
）は
36
歳
の
若
さ
で
し
た
。後
年
、父
・
真
民

が
自
分
の
母
を
語
る
と
き
、外
せ
な
い
光
景
が
有
り

ま
す
。夕
子
さ
ん
の
実
家
か
ら
、お
ば
あ
さ
ん（
夕
子

の
母
）が
や
っ
て
来
て「
上
の
３
人
は
、養
子
に
や
る
か

奉
公
に
出
す
か
し
て
、下
の
２
人
だ
け
連
れ
て
帰
っ

て
来
な
さ
い
」と
説
得
し
続
け
ま
す
が
、時
計
の
針
が

深
夜
零
時
を
回
っ
て
も
お
母
さ
ん
は
首
を
振
り
ま
せ

ん
。部
屋
の
片
隅
で
息
を
潜
め
て
様
子
を
見
て
い
た

父
親
を
失
っ
た
少
年

　

少
年

　

１ 

六
十
八
年
前
の
九
月
十
五
日

少
年
は
父
の
お
骨
を

膝
の
上
に
置
い
て
い
た

熊
本
は
藤
崎
八
幡
宮
の
大
祭
で

軽
便
鉄
道
は
し
ば
し
ば
立
ち
往
生
し
た

ぼ
し
た
ぼ
し
た
の
祭
り
囃
子
の
な
か
で

大
事
な
父
を
失
っ
た
一
家
が

ひ
っ
そ
り
と
乗
っ
て
い
た

　

２
少
年
は
す
っ
か
り
変
わ
り

生
き
て
ゆ
く
こ
と
を

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

生
き
る
と
い
う
こ
と
が

ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を

一
つ
一
つ
知
っ
て
い
っ
た

　

６
父
を
失
っ
た
年

す
ぐ
近
く
の
村
に

女
の
子
が
生
ま
れ
た

そ
の
子
が
あ
と
で

少
年
の
道
づ
れ
と
な
っ
て
く
れ
た

〈
３・４・５
省
略
〉
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花
無
心（
48
歳
）

濁
り
な
き
身
に

濁
り
な
き
も
の
の
寄
り
来
る

濁
り
な
き
心
に

濁
り
な
き
も
の
の
映
り
来
る

濁
り
な
き
も
の
を
恋
い

路
傍
の
花
に
向
か
う

花
無
心
に
し
て

少
年
。そ
の
時
の
異
様
な
雰
囲
気
は
、真
民
の
心
に

生
涯
残
っ
て
い
た
と
言
い
ま
す
。お
ば
あ
さ
ん
は
、諦

め
て
帰
っ
て
行
き
、５
人
の
子
供
達
は
、母
親
の
暖
か

い
羽
の
中
で
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、こ
れ
は
そ
の
後
の
お
母
さ
ん
の
大
き
な
苦

労
の
始
ま
り
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

母
子
は
、父
親
の
生
家
・
坂
村
本
家
に
寄
食
し
ま

す
。八
嘉
村
中
坂
門
田
と
い
う
名
が
示
す
よ
う
に
坂

の
多
い
村
で
し
た
。生
来
腺
病
質
で
胃
腸
の
弱
い
昻

は
、一
時
お
じ
さ
ん
の
家
に
預
け
ら
れ
て
い
た
と
聞
き

ま
す
。翌
年
、一
家
は
八
嘉
村
田
崎
に
移
り
住
み
ま
す

が
、小
さ
な
藁
屋
根
の
、雨
が
少
し
激
し
く
降
る
と
６

人
が
寝
る
処
も
な
い
ほ
ど
雨
漏
り
の
す
る
暗
い
家
で

し
た
。こ
の
田
崎
が
、愛
媛
県
砥
部
町
を
終
焉
の
地

と
す
る
ま
で
、真
民
の
本
籍
地
と
な
り
ま
す
。

　

当
時
の
田
崎
は
、「
田
崎
き
ゃ  

谷
底  

桶
の
底  

う
り
や
な
す
び
の  

花
が
咲
く
」と
い
う
歌
が
あ
る

　この詩は、真民が48歳の時の詩
です。花は、きれいに咲こうとか、美し
く見せようとか考えずに、ただ咲くこ
とだけに、いのちをかけて一途に咲
くのです。真民は、そういう花が無心
に咲くように、「濁りなき心」を持って
生きてゆきたい、という願いを込めて
この詩を作ったのだと思います。
　この詩の後半の、「花無心にして
　蝶来り　蝶無心にして　花開くと
や」のところは、良寛さんの漢詩の一
部を引用しています。
　この詩は、真民の好きな良寛さん
の言葉を借りて、「無心」になること
の大切さ、「濁りなき心」を持つことの
尊さを詠った詩なのです。

表紙の詩

蝶
来
り

蝶
無
心
に
し
て

花
開
く
と
や

噫
々

ぐ
ら
い
貧
し
い
村
で
し
た
。お
母
さ
ん
と
昻
は
、荒
れ

た
畑
を
借
り
て
耕
し
、芋
や
蕎
麦
を
作
り
始
め
ま

す
。現
金
収
入
を
得
る
た
め
、縄
を
綯
い
、草
履
を
作

り
、少
し
で
も
金
目
の
多
い
石
灰
俵
も
編
ん
だ
と
い

う
詩
が
残
っ
て
い
て
、こ
う
続
く
の
で
す
。

―
正
月
二
日
は
ど
こ
の
家
か
ら
も　

ト
ン
ト
ン
ト
ン
ト

ン　

ト
ン
ト
ン
ト
ン
ト
ン　

わ
ら
う
ち
の
音
が
ひ
び
い

て
く
る　

わ
た
し
も
負
け
ず
に
早
く
起
き
て　

ト
ン

ト
ン　

ト
ン
ト
ン　

わ
ら
う
ち
で
わ
ら
を
う
ち  

な
わ

を
な
い　

草
履
を
つ
く
り　

仕
事
始
め
を
す
ま
せ
て

雑
煮
を
食
べ
た
―　

　

田
崎
村
の
貧
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、そ
れ
以

上
に
ま
だ
小
さ
い
子
供
ま
で
手
伝
う
坂
村
家
の
貧
し

さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

母
親
は
、死
に
目
に
会
え
な
か
っ
た
我
が
子
に
、父

親
の「
の
ど
ぼ
と
け
」を
仏
さ
ま
と
し
て
床と
こ
に
置
き
、

毎
日
お
水
を
あ
げ
る
よ
う
言
い
つ
け
ま
し
た
。そ
れ
か

ら
、毎
朝
暗
い
う
ち
に
起
き
、村
の
共
同
井
戸
に
水
を

汲
み
に
行
き
、父
の「
の
ど
ぼ
と
け
」に
明
か
り
を
と

も
し
て
礼
拝
す
る
日
々
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
が
、真

民
の
早
起
き
の
原
点
で
す
。小
学
校
も
谷
間
に
あ
る

小
さ
い
複
式
の
学
校
に
変
わ
り
ま
し
た
。学
校
は
面

白
く
な
く
友
も
な
く
、次
第
に
内
気
な
孤
独
な
少
年

と
な
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

　

さ
て
、こ
こ
で
紹
介
し
た
詩
の
最
後
の
節
を
読
ん

で
み
ま
し
ょ
う
。も
う
お
分
か
り
で
す
ね
。女
の
子
と

は
、私
の
母
・
辛
島
久
代
で
す
。菊
池
川
を
隔
て
て
橋

を
渡
っ
た
先
の
村
に
生
ま
れ
ま
し
た
。父
・
真
民
の
妻

に
相
応
し
い
人
は
世
界
中
で
た
だ
一
人
、母
・
久
代
し

か
い
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

や
り
き
れ
な
く
せ
つ
な
い
、こ
の
悲
し
い
詩
は
、そ

の
先
に
淡
い
光
を
見
せ
て
終
わ
り
ま
す
。出
会
い
は

18
年
後
…
。

文
／
西
澤
真
美
子
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真民先生の長女、梨恵子先生が久万町直瀬中学校で教員をされていた時に、教員
住宅が一緒だった。また、梨恵子さんの長女、真理さんが直瀬小学校２年生の時に
担任だった。そういう関係から、真民詩に出会い、愛読するようになった。

めぐりあいのふしぎに有難う
梶川 満智子 （78歳） 

◆
朴
庵
で
坂
村
真
民
先
生
と
対
面

　

第
一
日
曜
日
十
時
私
は
、朴
庵
例
会
に

出
席
す
る
。季
節
に
合
っ
た
朴
庵
の
し
つ
ら

え
の
前
に
座
わ
る
先
生
。稲
荷
さ
ん
の
和
や

か
な
開
始
の
言
葉
、そ
の
横
に
は
い
つ
も
青

芳
先
生
が
居
た
。み
ん
な
に
囲
ま
れ
た
中
で

真
民
先
生
の
言
葉
が
紡
ぎ
出
さ
れ
る
。そ
の

し
ぐ
さ
を
含
め
た
雰
囲
気
そ
の
も
の
を
皆

さ
ん
も
第
一
日
曜
日
の
楽
し
み
と
し
て
い

た
と
思
い
ま
す
。

◆
私
と
真
民
先
生
を
出
会
わ
せ
て
く
れ
た
三
人

　
一
人
目
は
、真
民
先
生
の
長
女
梨
恵
子
先

生
と
お
孫
さ
ん
の
真
理
さ
ん
と
の
教
員
住

宅
で
の
出
会
い
が
あ
り
、梨
恵
子
先
生
が
松

山
へ
転
任
さ
れ
る
時
に
、「
こ
れ
、私
の
父
の

本
で
す
。」と
美
し
い
本
を
頂
い
た
の
で
す
。

真
理
さ
ん
か
ら
は
、「
私
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん

は
、お
習
字
の
先
生
な
の
。」と
教
え
ら
れ
ま

し
た
。全
く
、真
民
先
生
は
書
家
そ
の
も
の

で
し
た
。

　

二
人
目
は
、従
兄
弟
の
岡
徳
廣
さ
ん
の

言
葉
で
し
た
。「
開
花
亭
の
朴
庵
へ
第
一
日

曜
日
に
行
け
ば
、真
民
先
生
の
話
が
聞
け
る

よ
。行
っ
て
み
た
ら
。」と
誘
っ
て
く
れ
た
の

で
す
。

　

そ
れ
か
ら
私
は
、日
曜
美
術
館
を
見
終
え

て
朴
庵
へ
の
第
一
日
曜
日
に
な
り
ま
し
た
。

偶
然
真
民
先
生
も
同
じ
で
田
中
一
村
さ
ん

の
日
も
そ
の
話
を
さ
れ
、う
れ
し
く
頷
き
な

が
ら
聞
き
ま
し
た
。

　

朴
庵
で
の
例
会
が
多
人
数
と
な
り
裏
の

大
部
屋
に
青
芳
先
生
皆
さ
ん
も
移
り
モ
ニ

タ
ー
で
の
先
生
と
の
対
面
に
少
し
淋
し
か
っ

た
の
も
思
い
出
の
一つ
で
す
。

　

三
人
目
は
、片
山
克
氏
で
す
。世
話
係

だ
っ
た
片
山
さ
ん
か
ら『
詩
国
』そ
の
他
の

情
報
を
送
っ
て
頂
き
、退
職
後
だ
っ
た
私

は
、山
口
イ
エ
ロ
ー
ハッ
ト
や
奄
美
あ
や
ま
る

岬
の
詩
碑
建
立
の
旅
や
、詩
国
五
百
号
記

念
祝
賀
会
等
た
く
さ
ん
の
フ
ァ
ン
に
囲
ま
れ

る
真
民
先
生
の
お
幸
せ
な
姿
を
拝
見
で
き

ま
し
た
。

　

坂
村
真
民
記
念
館
が
再
び
真
民
先
生
と

会
え
る
場
所
と
な
り
、日
曜
日
の
講
座
を

楽
し
み
に
し
て
い
る
現
在
。め
ぐ
り
合
い
の

ふ
し
ぎ
に
感
謝
で
す
。

◆
私
の
心
に
残
る
詩

　
一つ
の
詩
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、『
光
の
種

子
』で
す
。何
度
も
先
生
か
ら
聞
い
た
お
母

様
の
話「
母
恩
」の
詩
だ
か
ら
で
す
。

　

も
う
一つ
、先
生
の
お
話
を
さ
れ
る
姿
か
ら

選
ん
だ
の
が『
年
頭
詩
』で
、私
が
拝
見
し
た

真
民
先
生
の
生
き
る
姿
そ
の
も
の
だ
と
感

じ
ま
す
。「
声
に
出
し
て
読
も
う
」こ
れ
が
私

の
真
民
詩
の
お
勧
め
で
す
。

　
『
光
の
種
子
』

母
の
名
を
種
子
と
いっ
た

だ
か
ら
わ
た
し
は

花
の
種

果
物
の
種

ど
ん
な
種
で
も

て
の
ひ
ら
に
の
せ
母
を
思
い

そ
の
苦
闘
の
生
涯
を
し
の
ぶ

そ
し
て
近
頃
特
に
あ
あ
母
は

光
の
種
子
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
と

し
き
り
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た

「
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
」
八
字
十
音
の

真
言
を
授
け
て
下
さ
っ
た
母
よ

そ
れ
は
生
命
の
光
の
よ
う
に

わ
た
し
を
生
か
し

わ
た
し
を
育
て
て
ゆ
く

　
『
年
頭
詩
』

ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
な

ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
な

な
に
も
の
に
も

ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
な

こ
れ
は
真
理
を
求
め

真
実
に
生
き
る
人
間
の

大
き
な
ち
か
い

大
き
な
お
き
て

詩
を
作
る
者
の

大
き
な
ほ
こ
り
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北
濱
普
門
さ
ん
は
、明
治
40
年
京
都
に

生
ま
れ
、寺
院
の
壁
画
作
成
助
手
や
美
術

学
校
で
洋
画
を
学
び
、戦
後
は
山
田
無
文

老
師
に
師
事
し
ま
す
。

　

昭
和
32
年
に
出
家
得
度
し
、妻
を
連
れ

て
一
草
庵
の
庵
守
と
な
る
た
め
松
山
へ
来

ま
す
。昭
和
34
年
５
月
に
一
草
庵
を
出
て
、

京
都
山
科
に
家
を
借
り
、版
画
制
作
に
専

念
し
、昭
和
40
年
４
月
よ
り
奈
良
市
秋
篠

町
に
居
を
構
え
、版
画
制
作
と
仏
画
教
室

を
業
と
し
て
、妻
と
二
人
で
慎
ま
し
く
過

ご
し
て
い
ま
し
た
。

　

親
交
が
あ
っ
た
人
た
ち
か
ら
は「
平
成

の
良
寛
さ
ん
」と
し
て
慕
わ
れ
、関
西
の
仏

教
界
で
は
、東
大
寺
長
老
、山
田
無
文
老

師
が
中
心
と
な
っ
て
、仏
画
を
販
売
す
る

会
を
設
立
し
た
り
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
写
生

旅
行
の
資
金
援
助
を
呼
び
掛
け
る
な
ど
、

支
援
者
に
も
恵
ま

れ
平
穏
な
生
活
を

し
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、昭
和
60

年
に
脳
梗
塞
を
患

い
、さ
ら
に
自
宅
と

版
画
の
版
木
等
を

知
人
に
だ
ま
し
取

ら
れ
、愛
媛
県
伊
方

町
の
知
人
が
援
助

を
申
し
出
て
、妻
と

二
人
で
愛
媛
に
移

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、そ
こ
で
も
人
に

騙
さ
れ
全
財
産
を
取
ら
れ
、失
意
の
中
で

療
養
生
活
を
送
る
も
、妻
が
亡
く
な
り
、

晩
年
は
不
運
が
重
な
り
、平
成
４
年
に
松

山
の
病
院
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

坂
村
真
民
と
は
、一
草
庵
に
来
て
以

来
、大
山
澄
太
さ
ん
を
通
し
て
親
し
く
な

り
、亡
く
な
る
ま
で
手
紙
の
交
流
が
続
き

ま
し
た
。

　

真
民
は
、昭
和
33
年
７
月
の「
真
民
ノ
ー

ト
」の
中
で
、吉
田
の
家
に
托
鉢
に
来
た
時

の
普
門
さ
ん
の
こ
と
を「
普
門
さ
ん
の
目

は
美
し
か
っ
た
。今
ま
で
い
ろ
ん
な
人
に
接

し
た
が
、こ
の
人
の
目
は
童
眼
だ
な
あ
と

思
っ
た
。珍
し
く
会
っ
た
あ
と
の
感
じ
が
よ

か
っ
た
。」

　

ま
た
昭
和
37
年
９
月
の「
タ
ン
ポ
ポ
堂
日

記
」に
は
、「
人
は
何
と
言
わ
れ
る
か
も
知

れ
ぬ
が
、私
は
普
門
さ
ん
が
好
き
だ
。創
作

家
の
魂
を
持
っ
て
い
る
限
り
、私
は
こ
の
人

と
親
し
く
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。」

と
書
い
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
展
示
は
、真
民
が
普
門
さ
ん
か

ら
頂
い
た
仏
画
、は
が
き
等
に
合
わ
せ
、長

年
普
門
さ
ん
と
交
流
の
あ
っ
た
柴
田
キ
ミ

コ
さ
ん
が
所
有
し
て
い
た
仏
画
、手
紙
、は

が
き
等
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

柴
田（
清
家
）キ
ミ
コ
さ
ん
は
、普
門
さ
ん

が
一
草
庵
の
庵
守
を
し
て
い
た
時
に
知
り

会
い
、そ
の
後
家
族
ぐ
る
み
の
交
流
を
続

け
て
、普
門
さ
ん
か
ら
数
百
点
の
仏
画
、手

紙
、は
が
き
を
貰
い
、そ
れ
を
大
切
に
保
管

し
て
い
た
の
を
、終
活
の
た
め
記
念
館
に
す

べ
て
寄
贈
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

北
濱
普
門
さ
ん
と
坂
村
真
民

Column



海野阿育氏 記念講演会

真民さんの詩を
版画かれんだあにする

　

講
演
の
際
に
タ
ン
ポ
ポ
を
持
参
し
た
と
い

う
真
民
さ
ん
に
あ
や
か
り
、海
野
さ
ん
は
自

作
の
タ
ン
ポ
ポ
版
画
を
胸
に
着
け
て
登
壇
。

　

学
生
時
代
か
ら
幼
稚
園
や
保
育
園
で
造

形
活
動
を
指
導
し
て
い
た
と
い
う
海
野
さ
ん

は
、子
ど
も
た
ち
と
の
思
い
出
を
楽
し
そ
う

に
語
っ
た
の
ち
、発
売
か
ら
33
年
た
っ
て
現
在

も
毎
年
発
行
さ
れ
て
い
る「
心
の
う
た
か
れ

ん
だ
あ
」の
誕
生
に
つ
い
て
語
っ
た
。

　

版
画
で
年
賀
状
を
作
っ
て
い
た
海
野
さ
ん

は
、園
長
先
生
か
ら
の
依
頼
で
、「
法ほ
っ
く
ぎ
ょ
う

句
経
」

の
文
言
を
版
画
に
し
た「
ダ
ン
マ
パ
ダ
カ
レ
ン

ダ
ー
」を
制
作
。カ
レ
ン
ダ
ー
は
大
変
好
評
で
、

手
刷
り
が
難
し
く
な
っ
た
た
め
、幼
児
向
け

の
教
材
を
扱
っ
て
い
た
鈴
木
出
版
か
ら
発
行

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。し
ば
ら
く
し
て
、同

社
か
ら「
真
民
さ
ん
の
詩
で
詩
画
集
を
作
り

ま
せ
ん
か
」と
提
案
が
あ
り
、そ
れ
が
真
民
詩

と
の
出
合
い
と
な
っ
た
そ
う
だ
。

　

詩
集
か
ら
選
ん
だ
詩
に
絵
を
添
え
た
詩

画
集
は
、昭
和
59
年
の『
自
分
の
花
を
咲
か

せ
よ
う
』を
最
初
に
、『
花
一
輪
の
宇
宙
』（
平

成
元
年
）、『
あ
う
ん
の
花
』（
同
３
年
）と
、３

冊
が
刊
行
さ
れ
た
。

　

砥
部
の
タ
ン
ポ
ポ
堂
で
75
歳
の
真
民
さ
ん

と
41
歳
の
海
野
さ
ん
が
対
面
し
た
の
は
、第

一
詩
画
集
が
出
た
昭
和
59
年
の
こ
と
。

　
「
お
会
い
し
て
、こ
の
方
の
詩
な
ん
だ
と
、

開館９周年記念特別展「海野阿育と坂村真民の世界」（２月20日～８
月29日）の記念講演会が、コロナ禍による２度の延期を経て、６月19日
（土）、砥部町商工会館で開催された。「心のうたかれんだあ」制作へ
の経緯や、そこに込められた思いに、およそ60人の参加者が熱心に耳
を傾けた。

ほ
っ
と
し
た
」「
詩
の
裏
に
真
民
さ
ん
が
張
り

付
い
て
見
え
る
よ
う
で
安
心
し
た
ん
で
す
」

と
、初
印
象
に
つ
い
て
語
っ
た
。

　

昭
和
63
年
、真
民
詩
と
海
野
さ
ん
の
版
画

の
コ
ラ
ボ
に
よ
る「
心
の
う
た
か
れ
ん
だ
あ
」

が
誕
生
し
た
。「
心
の
う
た
そ
の
も
の
の
真

民
詩
と
僕
の
版
画
が
発
酵
し
て
生
ま
れ
た

と
て
も
大
事
な
作
品
」に
は
、あ
え
て
平
仮

名
に
し
た
タ
イ
ト
ル
が
よ
く
似
合
う
。

　

詩
の
選
定
に
も
頭
を
悩
ま
せ
る
が
、版
画

に
す
る
と
き
、詩
の
一
部
を
省
略
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。

 

「
作
品
の
一
部
を
削
る
こ
と
は
詩
人
に
と
っ

て『
冒ぼ
う
と
く涜
』で
は
な
い
か
と
。で
も
、真
民
さ
ん

は
許
し
て
く
れ
た
」「
し
か
し
、そ
の
こ
と
は
、

ど
れ
だ
け
僕
が
真
民
詩
を
読
め
た
か
と
い

う
、そ
こ
は『
勝
負
』な
ん
で
す
」

 

「
私
が
短
く
し
た
部
分
と
下
の
原
文
を
比
べ

て
、『
海
野
は
ど
う
読
ん
だ
の
か
』『
こ
こ
が
大

事
な
の
で
、自
分
な
ら
こ
う
切
り
詰
め
る
』

と
、そ
う
い
う
読
み
方
を
楽
し
ん
で
下
さ
い
」

と
聴
衆
に
語
り
か
け
た
。

　

今
年
の
カ
レ
ン
ダ
ー
に
使
わ
れ
た
詩「
一
本

の
道
を
」に
つ
い
て
も
触
れ
た
。こ
の
詩
は
、

同
じ
詩
で
あ
り
な
が
ら
、出
典
が
異
な
る

と
、漢
字
か
ら
平
仮
名
、あ
る
い
は
平
仮
名
か

ら
漢
字
へ
と
表
記
を
変
え
た
り
、一
部
を
削

る
な
ど
、手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

6

会
い
た
き
人
あ
れ
ば

一
輪
の
花
に
も

こ
こ
ろ
と
き
め
き

一
羽
の
鳥
に
も

む
ね
を
あ
つ
く
す 

会
い
た
き
人
あ
れ
ば

　

疑
問
に
感
じ
て
い
た
が
、西
澤
館
長
か
ら
、

真
民
さ
ん
は
万
葉
集
も
研
究
し
て
い
た
と
い

う
話
を
聞
き
、一
字
一
句
も
お
ろ
そ
か
に
し

な
い
、言
葉
へ
の
深
い
思
い
入
れ
を
改
め
て
感

じ
た
そ
う
だ
。

　

真
民
詩
と
真
剣
に
向
き
合
っ
て
き
た
海

野
さ
ん
は
、詩「
空
白
の
詩
集
」な
ど
に
込
め

ら
れ
た
反
戦
へ
の
強
い
願
い
を
敏
感
に
読
み

と
っ
た
。そ
う
し
た
真
民
さ
ん
の
思
い
を
可

能
な
限
り
形
に
し
た
い
と
、毎
年
７
、８
月
の

テ
ーマ
は「
敗
戦
」と
決
め
て
い
る
。

　

ま
た
、制
作
で
心
が
け
る
の
は
、災
害
や
歴

史
的
な
事
象
も
含
め
、「
ゆ
く
年
が
何
で
あ
っ

た
か
」そ
し
て「
く
る
年
に
何
を
望
む
か
」だ

と
い
う
。一
年
を
振
り
返
り
、迎
え
る
年
へ
の

希
望
を
込
め
て
、仕
事
机
に
向
か
う
。

　

最
後
に
、海
野
さ
ん
が
大
好
き
だ
と
い
う

次
の
詩
を
全
員
で
朗
読
し
、１
時
間
あ
ま
り

の
講
演
を
締
め
く
く
っ
た
。
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坂村真民記念館を応援しています

伊予郡砥部町麻生51-1（砥部病院西隣） TEL.089-969-0085  砥部病院ケアサービス株式会社

介護付有料老人ホーム
To-be

全78居室/20㎡～24㎡（1F&2F）

住宅型有料老人ホーム

モンレーヴ砥部
全18居室/40㎡～90㎡（3F）

砥部の地で、医療、看護、介護の三位一体を実現する砥部病院



〈編集後記〉 
オリンピック・パラリンピックの開催を目前に控えて、この一文を
綴っています。日々 変転する不安定な現状に、私達はそれぞ
れの立場で、色んな事を考えたのではないでしょうか。しっか
り見る目考える力言う勇気、流されないようにと願いつつ、反
省ばかりです。（真美子）

タンポポだより vol.38 秋号
令和3年9月1日発行
発行元／坂村真民記念館友の会事務局
〒791-2132 伊予郡砥部町大南705　坂村真民記念館内
TEL089-969-3643  FAX089-969-3644

坂村真民記念館を応援しています
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坂村真民記念館友の会 会員募集中

　坂村真民記念館友の
会は、会員の皆様と記念
館との交流を図り、記念館
を共に支え、育てていくこと
を目的とした会です。入会
された方には会報と、真民
グッズなどの記念品を贈呈
します。

詳しくはホームページをご覧下さい 検索検索坂村真民記念館　友の会

パスポート会員
年会費2000円 会員証で入館無料1人 ほか

会員証で入館無料1人 ほか

会員証で入館無料2人 ほか

会員証で入館無料2人、
観覧券10枚贈呈 ほか

一般会員
年会費5000円

特別会員
年会費10,000円

法人会員
年会費10,000円

特
典

特
典

特
典

特
典 ［坂村真民記念館］

開館時間／9〜17時（入館は16時30分まで）
休館日／月曜(月曜が祝日の場合は翌日)、12月29日〜1月1日
入館料／65歳以上300円、一般400円、高校生･大学生300円、
　　　　小･中学生200円  ※15人以上の団体は割引あり


