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落
ち
こ
ぼ
れ
の
子
で
も
決
し
て
見
捨
て
な
か
っ
た

　

紹
介
の
文
章
は
、父
・
真
民
が
大
好
き
な
話
の
ひ
と

つ
で
す
。対
談
形
式
で
、そ
の
話
し
言
葉
か
ら
父
の
息

遣
い
が
感
じ
取
れ
る
よ
う
で
す
ね
。真
民
が
小
学
校
の

代
用
教
員
と
し
て
最
初
に
勤
務
し
た
画え

ず図
小
学
校
は

一
年
で
終
わ
り
、天て
ん

水す
い

町ま
ち

小お

天あ
ま

小
学
校
に
転
勤
に
な
り

ま
し
た
。そ
こ
は
有
明
海
に
面
し
た
、み
か
ん
山
の
連

な
る
風
光
明
媚
な
地
で
す
。母
親
が
住
む
玉
名
市
田
崎

の
実
家
か
ら
は
か
な
り
の
距
離
で
す
が
、自
転
車
通
勤

を
し
た
と
の
事
。

　

五
年
の
男
子
組
を
受
け
持
ち
ま
し
た
が
、生
徒
の
中

に
そ
れ
ま
で
何
一つ
教
え
ら
れ
ず
、た
だ
教
室
の
片
隅

に
机
だ
け
与
え
ら
れ
て
、文
字
一つ
書
け
な
い
子
が
い
ま

し
た
。あ
の
子
は
腰
掛
け
さ
せ
て
お
く
だ
け
で
い
い
で
す

よ
と
の
引
継
ぎ
。父
親
の
急
逝
に
よ
り
ど
ん
底
を
体
験

し
た
真
民
は
、じ
っ
と
し
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。そ
こ
で
、

そ
ろ
ば
ん
を
与
え
、教
え
始
め
ま
し
た
。一
た
す
一
、一

た
す
二
…
…
…
下
の
珠
が
五
に
な
る
と
、上
の
珠
を
お

ろ
す
、た
だ
そ
れ
だ
け
に
、ど
の
位
の
日
数
と
時
間
と

を
か
け
た
こ
と
か
。そ
の
う
ち
こ
の
子
は
そ
ろ
ば
ん
を

し
っ
か
り
握
っ
て
、真
民
先
生
を
待
つ
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。（
当
時
の
そ
ろ
ば
ん
は
五
つ
玉
）

　
一
方
で
、代
用
教
員
の
真
民
に
は
、体
操
を
ど
う
教
え

て
よ
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。そ
こ
で
、紹
介
の
文
章
と
な

る
わ
け
で
す
。…
…
一
字
も
書
け
な
い
子
が
、あ
の
素
早

い
さ
よ
り
を
一
瞬
に
し
て
手
掴
み
す
る
こ
と
が
出
来
る
、

四
年
間
放
っ
て
お
か
れ
先
生
に
話
し
か
け
た
こ
と
が
な

い
子
が
、心
を
ひ
ら
い
て
自
分
か
ら
言
葉
を
発
す
る
よ

う
に
な
る
…
…
五
年
・
六
年
を
受
け
持
ち
卒
業
さ
せ
る

　
五
年
生
を
受
け
持
ち
、そ
の
子
ら
を
卒

業
さ
せ
た
ん
で
す
が
、
体
操
の
時
間
は
子

ど
も
た
ち
を
川
に
連
れ
て
行
っ
た
。

　
（
中
略
）

 

そ
こ
に
連
れ
て
行
く
と
、
子
ど
も
た
ち
が

夢
中
に
な
っ
て
、
魚
を
捕
る
。
さ
よ
り
と
い

う
、
す
ば
し
こ
い
海
の
魚
が
い
ま
し
て
ね
。

そ
れ
を
手
で
捕
る
ん
で
す
。
中
に
、
名
人

級
の
も
の
が
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
番
で
き

ん
子
で
し
た
。い
ま
で
い
え
ば
、
落
ち
こ
ぼ

れ
の
子
で
す
。
貧
し
い
家
か
ら
来
て
い
ま
し

た
が
、
字
一
字
知
ら
ん
。
そ
の
子
が
、さ
よ

り
捕
り
は
も
う
名
人
で
ね
。「
お
前
は
偉

い
ね
」
と
ほ
め
た
ら
、
先
生
か
ら
初
め
て
ほ

め
ら
れ
た
と
、も
う
大
変
喜
び
ま
し
た
。

「
詩
人
の
颯
声
を
聴
く
」

　
　
　
　
　
（
致
知
出
版
社
）
よ
り

玉名駅

田原坂駅

田崎家

小天小学校

鹿児島本線

有明海

真民が通った道

魚を捕った所

玉名市天水町小天（てんすいまちおあま）の地図
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　この詩は、真民が７２歳の時に作られた詩です。
６５歳で詩作一筋の生活ができるようになった真
民にとっては、７０代が最も充実した年になると感じ
ていたのです。
そして、心に余裕もできてきて、この詩が生まれて来
たのです。この年には、人生を前向きに生きようとす
る次の詩も生まれています。

「これからこれから」
これからこれからと
春の鳥たちがやってきて
囀るのだ
これからこれからと
春の花々が咲き出して
告げるのだ
これからこれからと
わたしもわたしに呼びかけて
励んでゆこう

表紙の詩

文
／
西
澤
真
美
子

ま
で
の
二
年
間
に
、新
米
先
生
は
と
て
も
大
き
な
こ
と

を
学
び
ま
し
た
。

　

真
民
は
22
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の
教
師
人
生
の
な
か

で
、転
勤
す
る
た
び
、生
徒
達
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。「
先
生
は
ど
こ
か
ち
が
う
、ほ
か
の
先
生
と
ち

が
う
」と
。そ
し
て
後
年「
わ
た
し
は
教
員
の
ス
タ
ー
ト

に
、こ
の
知
恵
お
く
れ
の
子
に
出
会
っ
た
こ
と
の
意
義

の
深
さ
を
今
も
思
う
。」と
綴
り
ま
し
た
。

　

さ
て
こ
の
二
年
間
受
け
持
っ
た
男
子
組
の
少
年
達
と

の
繋
が
り
に
は
、後
日
談
が
あ
り
ま
す
。

　

昭
和
55
年
真
民
71
歳
の
と
き
第
４
回
正
力
松
太
郎

賞
を
貰
い
、読
売
新
聞
に
写
真
入
り
で
掲
載
さ
れ
ま
し

た
。こ
の
教
え
子
の
中
の
一
人
の
横
浜
に
住
む
お
姉
さ
ん

が
、そ
の
記
事
を
切
り
抜
い
て
弟
に
送
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
弟
は
、あ
の
体
の
弱
い
先
生
は
戦
争
で
死
ん
だ
と

ば
か
り
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
知

り
、翌
年
の
お
正
月（
昭
和
56
年
）還
暦
記
念
の
同
級

会
の
席
上
で
そ
の
切
り
抜
き
を
披
露
し
ま
し
た
。そ
れ

を
聞
い
た
当
時
級
長
だ
っ
た
教
え
子
が
、そ
の
喜
び
を

電
話
し
て
来
た
と
言
う
の
で
す
。こ
の
少
年
達
と
過
ご

し
た
海
辺
で
の
二
年
間
を
古
宝
玉
の
よ
う
に
持
ち
続

け
て
い
た
真
民
は
、戦
争
と
い
う
激
し
い
波
乱
の
時
代

を
含
む
47
年
間
の
歳
月
を
思
っ
て
、そ
の
夜
は
な
か
な

か
眠
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。さ
ら
に
彼
は
、３
月
11
日

　
光
と
風
の
な
か
で（
72
歳
）

木
が
大
き
く
な
ろ
う
と
す
る
の
は

少
し
で
も
光
を
浴
び
た
い
か
ら
だ

草
が
い
つ
も
そ
よ
い
で
い
る
の
は

少
し
で
も
風
と
遊
び
た
い
か
ら
だ

わ
た
し
も

光
を
浴
び

風
と
遊
び

生
き
て
ゆ
こ
う

こ
れ
か
ら
の
生
を

楽
し
ん
で
ゆ
こ
う

に
長
崎
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
砥
部
の
タ
ン
ポ
ポ
堂
ま
で
会
い

に
来
て
く
れ
た
の
で
し
た
。そ
し
て
、戦
死
し
た
者
・
傷

痍
軍
人
に
な
っ
た
者
・
病
で
亡
く
な
っ
た
者
た
ち
の
小

学
校
卒
業
以
来
の
音
信
を
真
民
に
聞
か
せ
て
く
れ
ま

し
た
。さ
て
、さ
よ
り
捕
り
の
名
人
は
？
ー
な
ん
と
鳶

職
に
な
っ
た
と
の
事
。

　

皆
さ
ん
は〝
さ
よ
り
〟を
ご
存
知
で
す
か
。愛
媛
県
で

は
初
夏
か
ら
夏
に
か
け
て
店
頭
に
な
ら
び
ま
す
。細
く

長
く
、新
鮮
な
も
の
は
薄
青
く
透
き
通
っ
て
い
て
、焼

く
と
そ
れ
が
真
っ
白
い
身
と
な
り
、ど
こ
か
気
品
さ
え

感
じ
ま
す
。幼
い
頃
そ
れ
を
七
輪
で
焼
い
て
、よ
く
坂

村
家
の
食
卓
に
上
り
ま
し
た
。
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御年84歳、最年長ガイドの長曽我部保さん。家の前を散歩している人にも、坂村
真民記念館をおすすめするという愛称「長さん」は、真民さんの詩が人との出会い
を広げてくれたと感謝している。

自分を変えてくれた真民先生の詩
坂村真民記念館 ボランティアガイド  長曽我部 保さん

◆
詩
で
精
神
が
救
わ
れ
た

　

私
は
坂
村
真
民
記
念
館
設
立
時
か
ら
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
を
務
め
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。生
来
、緊
張
し
や
す
く
、

人
前
に
出
る
こ
と
が
大
の
苦
手
な
私
が
、な

ぜ
記
念
館
に
来
ら
れ
る
方
々
に
お
話
を
し

て
い
る
の
か
、い
ま
だ
に
自
分
で
も
不
思
議

で
な
り
ま
せ
ん
。

　

私
が
50
歳
代
半
ば
の
頃
、妻
が
病
気
を

患
い
、毎
日
の
よ
う
に〝
死
に
た
い
〟な
ど
と

口
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。重
く
苦
し

い
気
持
ち
が
私
の
顔
に
出
て
い
た
の
で
し
ょ

う
、あ
る
時
勤
務
先
の
社
長
が「
何
か
あ
っ

た
の
か
」と
尋
ね
て
き
た
の
で
す
。事
情
を

話
す
と
、そ
の
翌
日
に
妻
と
私
は
内
子
町

の
施
法
寺
に
連
れ
て
行
か
れ
ま
し
た
。

　

お
寺
の
ご
住
職
は「
病
気
は
治
せ
な
い

が
、精
神
は
治
せ
る
か
も
し
れ
な
い
」と
私

の
方
を
見
て「
そ
れ
に
は
あ
な
た
が
変
わ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
」と
強
い
口
調
で

言
わ
れ
ま
し
た
。さ
ら
に「
砥
部
町
に
住
ん

で
い
る
の
に
、真
民
さ
ん
の
こ
と
を
知
ら
な

い
と
は
！
」と
も
。実
は
、私
は
砥
部
町
で

生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
が
、真
民
さ
ん
の
こ
と

は
お
ろ
か
、真
民
さ
ん
の
詩
に
つ
い
て
も
全

く
知
ら
ず
に
い
た
の
で
す
。ご
住
職
は
、真

民
先
生
の
講
話
会
に
も
参
加
さ
れ
る
ほ
ど

真
民
詩
を
学
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。そ
こ
で

私
は「
桃
咲
く
」の
詩
に
出
会
い
、救
わ
れ

た
の
で
す
。

◆
人
と
の
出
会
い
が
自
分
を
作
る

　

そ
れ
か
ら
私
と
妻
は
、月
に
１
〜
２
度

の
割
合
で
施
法
寺
に
通
う
よ
う
に
な
り
、

真
民
先
生
の
詩
を
少
し
ず
つ
学
ぶ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

74
歳
に
な
っ
た
と
き
、坂
村
真
民
記
念

館
が
設
立
さ
れ
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド

を
募
集
す
る
と
い
う
事
を
知
り
ま
し
た
。

「
や
っ
て
み
よ
う
か
？
」と
自
分
に
問
う
と

〝
や
れ
や
！
〟と
い
う
自
分
が
い
ま
し
た
。

「
そ
や
な
、長
く
な
い
人
生
、一
番
苦
手
な

こ
と
を
や
っ
て
み
よ
う
」と
、知
ら
な
い
人

た
ち
の
中
に
飛
び
込
ん
だ
の
で
す
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
と
し
て
の
私
の

仕
事
は
、第
一
展
示
室
の
入
り
口
近
く
に

あ
る
真
民
先
生
の
年
表
を
、15
分
く
ら
い

で
説
明
す
る
こ
と
。作
品
の
説
明
は
し
ま

せ
ん
。各
々
が
真
民
詩
か
ら
、自
由
に
感
じ

取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
か
ら
で
す
。

　

記
念
館
に
来
て
か
ら
、様
々
な
出
会
い

が
あ
り
ま
し
た
。２
年
前
に
亡
く
な
っ
た
、

私
よ
り
10
歳
も
若
く
、真
民
先
生
の
こ
と

を
色
々
教
え
て
く
れ
た
ガ
イ
ド
仲
間
の
こ

と
は
、忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。ま
た
哲
学
者
・

森
信
三
と
坂
村
真
民
の
精
神
を
受
け
継
ぐ

「
寺
子
屋
ま
な
ざ
し
塾
」の
広
瀬
童
心
塾

長
と
は
、塾
の
冊
子『
ま
な
ざ
し
』へ
感
想

を
送
る
な
ど
、交
流
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

妻
は
、今
も
穏
や
か
に
病
院
で
療
養
を

続
け
て
お
り
ま
す
。最
初
は
私
が
患
者
だ
っ

た
の
で
す
が
、そ
こ
の
院
長
先
生
が「
長
さ

ん
の
言
葉
で
、第
二
病
棟
が
増
築
で
き
た
ん

だ
」と
言
わ
れ
る
の
で
す
。記
憶
に
は
な
い

の
で
す
け
れ
ど
。

　

出
会
い
と
い
う
の
は
不
思
議
な
も
の
。

助
け
て
も
ら
っ
た
り
、知
ら
ず
に
誰
か
を
助

け
て
い
た
り
。た
く
さ
ん
の
出
会
い
が
今
の

私
を
作
っ
て
く
れ
ま
し
た
。こ
れ
も
ひ
と
え

に
真
民
先
生
の
お
か
げ
、生
前
お
会
い
し
た

か
っ
た
と
心
か
ら
思
い
ま
す
。で
も
ま
だ
自

分
は
未
完
成
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
、閻
魔

様
に
は
待
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
ん
で
す
。
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「軽くなろう（真民67歳の詩）」

館
長
エ
ッ
セ
イ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
社
会
・
経

済
生
活
の
混
乱
と
、ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ

イ
ナ
侵
攻
と
い
う「
平
和
な
日
常
の
生
活

が
突
然
崩
壊
す
る
」現
実
を
体
験
し
て
い

る
私
た
ち
に
と
っ
て
、「
生
き
る
こ
と
の
大

切
さ
」と「
人
間
と
し
て
の
生
き
方
」を
考

え
直
す
時
代
に
生
き
て
い
る
と
思
う
。

な
ぜ
今
、一
遍
さ
ん
な
の
か

　

こ
の
よ
う
な
時
代
に
、「
一
遍
さ
ん
の
生

き
方
と
思
想
」か
ら
学
び
、そ
こ
か
ら
得
る

も
の
が
多
々
あ
る
と
思
う
。

① 

ま
ず
、「
無
差
別
平
等
の
思
想
」は
、社

会
の
底
辺
に
生
き
る
人
々
と
共
に
生
き
、

弱
者
救
済
を
実
践
し
た
一
遍
さ
ん
の
生

き
方
の
根
底
に
あ
る
思
想
で
す
が
、コ
ロ
ナ

禍
の
中
で
の「
人
間
と
し
て
の
生
き
方
」を

教
え
て
く
れ
る
。

　

こ
の「
無
差
別
平
等
」の
考
え
方
は
、

「
そ
れ
ぞ
れ
の
人
、地
域
、国
」を
お
互
い

が
最
大
限
尊
重
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、元

寇
の
時
に「
敵
味
方
供
養
」を
実
践
し
た
、

一
遍
さ
ん
の「
怨
親
平
等
の
思
想
」こ
そ
、

現
代
に
必
要
な
思
想
な
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。

② 

次
に
、必
要
な
も
の
以
外
は
持
た
な

い
と
い
う「
身
軽
な
生
き
方
」は
、ま
さ
に

「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」の
考
え
方
そ
の
も
の
で
あ

り
、現
代
に
通
用
す
る
生
き
方
で
す
。

③ 

さ
ら
に
、一
遍
さ
ん
の「
清
貧
の
生
き

方
」は
、コ
ロ
ナ
禍
を
悪
用
し
て
金
儲
け
を

考
え
る
人
々
や
、名
誉
や
地
位
に
執
着
す

る
世
界
の
人
々
に
、「
何
の
た
め
に
人
は

生
き
る
の
か
」を
示
し
て
く
れ
て
い
る
と

思
う
。

　

ま
た
、愛
媛
の
人
間
と
し
て
、愛
媛
で

生
ま
れ
、愛
媛
で
修
行
を
重
ね
、全
国
を

遊
行
さ
れ
た
一
遍
上
人
を
、も
っ
と
多
く

の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。

　

全
国
的
に
は
、思
想
家
と
し
て
有
名
な

の
だ
が
、愛
媛
で
は
無
名
で
あ
る
。も
っ
と

愛
媛
か
ら
、「
一
遍
さ
ん
」の
素
晴
ら
し
さ

を
発
信
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。愛
媛
に

誇
る
べ
き
、こ
ん
な
人
が
い
た
の
だ
と
い
う

こ
と
を
。

　

今
回
の
特
別
展
で
は
、あ
え
て「
宗
教

色
」を
出
来
る
だ
け
排
除
し
、「
一
人
の
人

間
と
し
て
の
一
遍
さ
ん
」の
魅
力
を
伝
え
、

そ
の
生
き
方
の
偉
大
さ
、無
差
別
平
等
の

思
想
と
人
々
へ
の
愛
の
深
さ
を
知
っ
て
も

ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

館
長　

西
澤
孝
一

坂村真民記念館開館11周年記念特別展

「一遍さんと真民さん展」
～坂村真民がめざした一遍さんの生き方～
2023年3月4日（土）～7月2日（日）

月曜日休館（祝日の場合は翌日）

宝厳寺・一遍上人像

開催
期間
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今
回「
ポ
ス
タ
ー
」に
使
っ
た「
未
来
永
劫
」

と
い
う
詩
は
、真
民
が
91
歳
の
時
に
作
っ
た
詩

で
す
。

　

最
晩
年
を
迎
え
た
真
民
が
、自
分
の
生
き

方
の
中
心
に
一
遍
上
人
を
置
き
、そ
の
人
と
共

に
歩
む
こ
と
を「
心
か
ら
楽
し
ん
で
い
る
」こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

　
「
未
来
永
劫
」と
い
う
こ
と
は
、亡
く
な
っ

た
後
も
ず
っ
と
貴
方
と
一
緒
に
居
さ
せ
て
く

だ
さ
い
と
い
う
真
民
の
願
い
が
込
め
ら
れ
た

言
葉
で
す
ね
。

　

ポ
ス
タ
ー
の
絵
に
あ
る
よ
う
に
、満
開
の
桜

の
木
の
下
で
、二
人
が
楽
し
く
話
し
て
い
る
姿

が
、浮
か
ん
で
く
る
詩
で
す
ね
。

「
未
来
永
劫
」

6

一
遍
さ
ん
が
行
く

わ
た
し
も
行
く

二
人
は
い
つ
も
一
緒

破
れ
衣
に

跣は
だ
しの
旅

花
が

散
る

散
る

賦ふ

算さ
ん

の
札
に

鳥
が

鳴
く

唱
え
る
声
に

春
夏
秋
冬

未
来
永え
い
ご
う劫

未
来
永
劫
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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

広告募集中

１枠（タテ60㎜×ヨコ170㎜） …… 年間10万円

■年間発行部数／2,000部（年4回発行）
■送付先／友の会会員、県内社会教育施設、県内旅行・
　　　　　観光業者等その他、記念館の来館者に配布

「タンポポだより」に広告を出してくださる
企業・団体等を募集しています。

［広告料］

「タンポポだより」の発行費用は、この広告料で賄っています。それに
よって、友の会の会員の皆様からの会費は、タンポポだよりの送付料
や記念館の活動経費に充てることが出来ます。記念館の活動を充実
させるためにも、広告料収入が必要不可欠です。どうぞ、このような趣
旨をご理解くださり、広告掲載へのご協力をお願いします。



〈編集後記〉 
　「坂村家のアルバム」で舞台となっている天水町小天は、
2016年の企画展「坂村真民と二人の母」の取材のために訪
れた地です。時は12月、黄色いみかんが光り輝く山々から青
く美しい有明海を眺めると、とても懐かしい思いに駆られまし
た。愛媛県南予地方のみかん山と海の景色にそっくりだった
のです。（真美子）
タンポポだより vol.44 春号
令和5年3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




