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お
見
合
い
相
手
は
橋
を
渡
っ
た
先
の
村
に

　

掲
載
の
詩
は
、私（
真
民
三
女
）の
父
と
母
が
初
め
て

会
っ
た
日
か
ら
16
年
後
、ざ
ぼ
ん
の
砂
糖
漬
を
貰
っ
て
、

そ
の
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
、そ
の
日
の
喜
び
が
よ
み

が
え
っ
て
出
来
た
も
の
で
す
。写
真
は
朝
鮮
に
て
、結
婚

後
間
も
な
い
二
人
が
写
っ
て
い
ま
す
。ま
る
で
プ
ロ
マ
イ

ド
の
よ
う
…
。

　

昭
和
９
年
朝
鮮
に
渡
っ
た
真
民
に
、母
親
か
ら
結
婚

の
話
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。父
は
、こ
う
答
え
た
そ

う
で
す
。「
私
が
生
ま
れ
た
村
か
ら
選
ん
で
下
さ
い
」と
。

夕タ

ネ子（
母
）さ
ん
は
、村
中
を
尋
ね
て
回
り
ま
し
た
が
見

つ
か
り
ま
せ
ん
。次
に
、父
は
こ
う
頼
み
ま
し
た
。「
そ
れ

で
は
、近
隣
の
村
か
ら
選
ん
で
下
さ
い
」。そ
う
し
て
、菊

池
川
を
橋
一
つ
渡
っ
た
月
瀬
村
青
木
に
、夕
子
さ
ん
は

や
っ
と
一
人
の
女
性
を
探
し
当
て
た
の
で
す
。

　

こ
こ
で
、父
の
結
婚
観
の
よ
う
な
も
の
を
少
し
書
き

出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。自
費
出
版
随
筆
集「
あ
か
ね
の

雲
流
る
る
と
き
」に
収
録
の『
妻
と
ザ
ボ
ン
』の
中
で
、次

の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。―
神
が
わ
た
し
に
ど
ん
な

女
性
を
与
え
給
う
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
は
、な
が

い
あ
い
だ
の
夢
で
あ
り
、願
い
で
あ
り
、幻
で
あ
っ
た
。

―
と
。ま
た
坂
村
真
民
全
詩
集
第
四
巻「
願
い
」と
い
う

詩
の
一
節
に
ー
わ
た
し
の
よ
う
な
者
に
で
も
／
ど
う
か

き
て
く
れ
る
ひ
と
が
あ
っ
て
く
れ
／
そ
う
二
十
代
の
わ

た
し
は
願
っ
た
ー
と
あ
り
ま
す
。家
柄
や
器
量
な
ど
は

ま
っ
た
く
念
頭
に
あ
り
ま
せ
ん
ね
。年
少
に
し
て
冷
た

い
世
間
を
知
る
身
と
な
り
、そ
の
中
で
唯
一
楽
し
い
少

年
時
代
を
過
ご
し
た
思
い
出
の
土
地
の
女
性
、た
だ
そ

れ
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
。

　

さ
て
、母
親
が
探
し
出
し
た
女
性
は
真
民
よ
り
八
つ

年
下
で
、そ
の
年
の
春
、高
瀬
高
等
女
学
校
専
攻
科
を

卒
業
し
た
ば
か
り
で
し
た
。両
親
は
早
く
に
亡
く
な
っ

て
お
り
、長
兄
の
も
と
で
学
校
に
通
い
、そ
の
兄
の
仕
事

の
関
係
で
鹿
児
島
に
住
ん
で
い
る
と
の
事
。そ
こ
で
は

る
ば
る
と
朝
鮮
か
ら
鹿
児
島
ま
で
の
見
合
い
の
旅
と

な
り
ま
し
た
。山
を
越
え
、海
を
渡
り
、船
に
乗
り
、汽

結婚当初の真民と久代
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　この詩は、真民が71歳の時の詩です。
　真民の詩には「信仰」を題材にした詩が多数ありま
す。この詩が掲載された「詩国第１９巻２月号」には、

「信仰」
信仰に深浅はない
素直で明るく
楽しいものでありたい

信
仰（
71
歳
）

泥
が

光
る

罪
が

輝
く

そ
れ
が

し
ん
の

信
仰
だ

「詩と信仰」
信仰によって
詩を深めようと思ってきたが
今はもうそれも思わなくなった
平凡でいい
すべての人に豊かな心で接し
一木一草に暖かな心で接し
愛の眼（まなこ）を失わず
生きてゆけたら
それでいいと思うようになった

　という詩が同時に掲載されています。
真民は宗教というものを考える時、「信仰」が一番大切な
ものと考えていました。それも、「愚かな心になって信じる
こと」が大事だと言っています。
　私の理解では、坂村真民は突き詰めて言えば、仏教も
キリスト教もイスラム教も、その根本にあるものは同じであ
り、宗教の壁を越えた「全ての宗教の根本にあるもの」を
信ずることが、「信仰」だと言っています。この考えに立た
なければ、宗教戦争は無くならないのかもしれません。

表紙の詩

文
／
西
澤
真
美
子

車
に
乗
り
し
て
、ま
だ
見
ぬ
人
の
面
影
を
描
き
な
が
ら

不
安
と
希
望
を
抱
い
て
、夕
暮
れ
が
迫
る
中
、母
と
共

に
鹿
児
島
に
降
り
立
っ
た
の
で
す
。こ
こ
で
、掲
載
の
詩

に
戻
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。お
見
合
い
が
上
手
く
行
っ
た
こ

と
が
、直
ぐ
に
わ
か
り
ま
す
ね
。思
っ
て
い
た
以
上
に
、

と
言
う
事
も
あ
り
あ
り
と
伝
わ
っ
て
来
ま
す
。

　

再
度
、先
程
紹
介
し
た
随
筆
集
の
一
文
を
か
り
ま
す
。

―
嬉
し
さ
が
、夫
な
き
あ
と
一
人
で
子
供
た
ち
を
育
て

て
き
た
母
に
、一
時
に
あ
ふ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

抑
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
ろ
こ
び
の
言
葉
が
門
を
出

て
二
人
に
な
っ
た
親
子
の
間
に
と
り
か
わ
さ
れ
た
。

　

急
に
賑
や
か
な
通
り
の
駅
前
に
出
た
二
人
は
、そ
れ

妻
よ
お
ま
え
と
初
め
て
会
っ
た
日

そ
し
て
お
ま
え
を
貰
う
こ
と
に
き
め
た
日

母
と
わ
た
し
と
は
そ
の
喜
び
で
有
頂
天
に
な
り

町
じ
ゅ
う
の
ざ
ぼ
ん
を
買
い
し
め
で
も
し
た
よ
う
に

両
手
に
持
ち
肩
に
か
け
首
に
さ
げ

南
の
町
を
去
っ
た
の
だ
っ
た

（
後
略
）

ざ
ぼ
ん

ら
の
渦
の
よ
う
な
光
ま
で
が
、わ
た
し
た
ち
を
祝
福
し

て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
。突
然
、

母
親
は
つ
か
つ
か
と
果
物
店
に
は
い
っ
て
い
っ
て
―
こ
の

先
が
、詩
に
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。随
筆
集
か
ら
の
引
用

を
多
く
載
せ
ま
し
た
の
は
、父
の
筆
致
か
ら
、そ
の
喜

び
の
大
き
さ
を
皆
さ
ん
に
も
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
き
た

か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

翌
年（
昭
和
10
年
）３
月
に
熊
本
に
て
結
婚
式
を
挙

げ
、二
人
は
朝
鮮
へ
と
海
を
渡
り
ま
し
た
。こ
の
見
合
い

の
お
相
手
は
辛
島
久
代
、次
回
春
号
に
て
詳
し
く
紹
介

致
し
ま
し
ょ
う
。
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今
回
の
企
画
展
で
は
、真
民
の「
ね
が
い（
願
い
）」の
詩
20
編
を
、テ
ー
マ
ご
と
に

４
つ
に
分
類
し
て
展
示
し
て
い
ま
す
。

「
真
民
さ
ん
の
ね
が
い（
願
い
）」展

　

体
の
弱
か
っ
た
真
民
の
40
代
の
詩
は
、三
人
の
娘
た
ち
が
大
き
く
な
る
ま

で
、と
て
も
生
き
て
お
れ
な
い
だ
ろ
う
と
の
思
い
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

三
人
の
娘
た
ち
へ
の
思
い
を
詠
っ
た
詩
は
、と
て
も
切
な
く
、純
粋
に
娘
た

ち
の
成
長
を
願
う
詩
で
す
。

　

真
民
の
ね
が
い
の
中
心
に
あ
る
も
の
は
、「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
幸
せ

と
平
和
」で
す
。自
分
の
分
身
で
あ
る「
た
ん
ぽ
ぽ
」へ
、い
つ
で
も
声
を
か
け
て

欲
し
い
と「
願
う
」、真
民
の
想
い
が
詠
わ
れ
た
詩
で
す
。

　

下
の「
ね
が
い
」は
、エ
ミ
リ
ー
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
に
触
発
さ
れ
て
書
か
れ

た
、純
粋
な
人
間
と
し
て
の
生
き
方
を
詠
っ
た「
ね
が
い
」の
詩
で
す
。

「幼き者へ」

「三人の子に」

「ねがい」

「ねがい」

家
族
を
思
う 

ね
が
い

１

人
々
の
幸
せ
と
平
和
を 

ね
が
う

２

ミ
ニ
解
説
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「
詩
願
」と
は
、「
一
人
で
も
、自
分
の
詩
を
読
ん
で
下
さ
る
方
が
、生
き
る
希

望
を
持
っ
て
下
さ
る
こ
と
」と「
そ
う
い
う
詩
を
書
け
る
詩
人
に
な
り
た
い
」こ

と
で
す
。ま
た
、真
民
は
人
間
と
し
て
ど
う
生
き
る
の
か
を
、自
分
自
身
に
問
い

か
け
、そ
の
た
め
に
ど
う
生
き
て
ゆ
け
ば
い
い
の
か
を
詠
っ
た
詩
が
あ
り
ま
す
。

　

真
民
が
い
つ
も
自
問
自
答
す
る

中
で
、厳
し
く
戒
め
、叱
咤
激
励
し

て
く
れ
る
、仏
と
神
と
大
い
な
る
人

へ
の
、真
民
が
祈
る「
ね
が
い
」の
詩

で
す
。

「ねがい」

「ねがい」

「ねがい」

「ねがい」

「ねがい」

詩
願
成
就
と
生
き
る
た
め
の 

ね
が
い

３

仏
・
神
・
大
い
な
る
人
へ
の 

ね
が
い

４

企
画
展「
真
民
さ
ん
の
ね
が
い（
願
い
）〜
す
べ
て
の
人
が
平
和
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
ま
す
よ
う
に
〜
」

2023.10.7 sat -- 2024.2.25 sun



１
．坂
村
真
民
と
タ
ン
ポ
ポ

　

タ
ン
ポ
ポ
は
、人
に
踏
ま
れ
た
り
、鳥
に
食

い
ち
ぎ
ら
れ
た
り
し
て
も
、大
地
に
し
っ
か

り
と
根
を
張
り
、へ
こ
た
れ
る
こ
と
な
く
、

花
を
咲
か
せ
て
い
ま
す
。

　

真
民
は
、そ
う
い
う「
タ
ン
ポ
ポ
の
生
き

方
」に
魅
せ
ら
れ
、小
さ
い
時
か
ら「
辛
い

苦
し
い
こ
と
を
乗
り
越
え
て
き
た
」自
分

と
タ
ン
ポ
ポ
を
重
ね
て
、タ
ン
ポ
ポ
の
生
き

方
を
め
ざ
し
て
、生
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

毎
日
の
日
記
も「
タ
ン
ポ
ポ
日
記
」、「
タ

ン
ポ
ポ
堂
日
記
」と
い
う
題
名
に
し
た
り
、

自
分
の
家
も
タ
ン
ポ
ポ
堂
と
名
付
け
て
い

ま
し
た
。

坂
村
真
民
と
タ
ン
ポ
ポ
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ

館
長
エ
ッ
セ
イ

２
．坂
村
真
民
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ

　

真
民
は
タ
ン
ポ
ポ
の
こ
と
を
色
々
と
調
べ

て
い
る
中
で
、タ
ン
ポ
ポ
の
学
名
が「
タ
ラ
ク

サ
カ
ム
」だ
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
て
、こ

の
中
に「
サ
カ
ム
ラ
」と
い
う
言
葉
が
入
っ
て

い
る
こ
と
に
感
動
し
て
、次
の
詩
を
書
き
ま

し
た
。

　

こ
こ
に
出
て
く
る
シ
ェ
フ
チ
ェン
コ
は
、現

在
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
一
番
愛
さ
れ
て
い
る
詩
人

で
、帝
政
ロ
シ
ア
の
時
代
に
、農
奴
の
身
分

で
あ
り
な
が
ら
、皇
帝
に
抵
抗
し
、二
度
も

監
獄
に
入
れ
ら
れ
、流
刑
地
で
詩
を
書
き

続
け
た
詩
人
で
す
。

　

真
民
が
65
年
前
に
、シ
ェ
フ
チ
ェン
コ
の
反

骨
、抵
抗
の
詩
を
こ
よ
な
く
愛
す
と
と
も

に
、ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
思
い
を
詩
に
書
い
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
、感
動
し
ま
し
た
。

　

タ
ン
ポ
ポ
の
よ
う
に（
68
～
70
歳
）

わ
た
し
は
タ
ン
ポ
ポ
の
根
の
よ
う
に

強
く
な
り
た
い
と
思
い
ま
し
た

タ
ン
ポ
ポ
は

踏
み
に
じ
ら
れ
て
も

食
い
ち
ぎ
ら
れ
て
も

　

タ
ラ
ク
サ
カ
ム
の
花

（
真
民
50
歳
ー
１
９
５
９
年
）

た
ん
ぽ
ぽ
の
こ
と
を
学
名
タ
ラ
ク
サ
カ
ム
と
い
う
。

こ
の
六
字
の
中
に
サ
カ
ム
ラ
の
四
字
が
入
っ
て
い
る

不
思
議
を
思
う
。

　
（
前
略
）

日
に
何
度
わ
た
し
は

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
地
図
を
出
し
て
見
る
こ
と
だ
ろ
う

タ
ラ
ク
サ
カ
ム
の
大
草
原
が
いつ
も

現
実
の
よ
う
に
浮
か
ん
で
く
る
の
は

一
体
ど
う
し
て
だ
ろ
う

そ
れ
は
わ
た
し
の
愛
す
る
詩
人

タ
ラ
ス・グ
リ
ゴ
ロ
ヴ
ィ
チ・シ
ェ
フ
チ
ェ
ン
コ
が

忘
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か

（
あ
あ
あ
の
盲
目
の
詩
人
ワ
シ
リ
ー・エ
ロ
シ
ェ
ン
コ
も

ウ
ク
ラ
イ
ナ
生
ま
れ
だ
っ
た
ん
だ
）

早
く
父
を
亡
く
し

貧
乏
で
育
っ
た
こ
と
が

わ
た
し
の
辿
っ
た
姿
と

泣
き
ご
と
や
弱
音
や

ぐ
ち
は
言
い
ま
せ
ん

却
っ
て
ぐ
ん
ぐ
ん
根
を

大
地
に
お
ろ
し
て
ゆ
く
の
で
す

わ
た
し
は
タ
ン
ポ
ポ
の
よ
う
に

明
る
く
生
き
た
い
と
思
い
ま
し
た

太
陽
の
光
を
いっ
ぱ
い
吸
い
取
っ
て

道
べ
に
咲
い
て
い
る

こ
の
野
草
の
花
を
じ
っ
と
見
て
い
る
と

ど
ん
な
に
辛
い
こ
と
が
あ
っ
て
も

ど
ん
な
に
苦
し
い
こ
と
が
あ
っ
て
も

リ
ン
リ
ン
と
し
た
勇
気
が

体
の
な
か
に
満
ち
溢
れ
て
く
る
の
で
す

わ
た
し
は
タ
ン
ポ
ポ
の
種
の
よ
う
に

ど
ん
な
遠
い
処
へ
も
飛
ん
で
いっ
て

そ
の
花
言
葉
の
よ
う
に

幸
せ
を
ま
き
散
ら
し
た
い
の
で
す

こ
の
花
の
心
を
わ
た
し
の
願
い
と
し
て

一
筋
に
生
き
て
ゆ
き
た
い
の
で
す

あ
ま
り
に
も
似
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か

夜
明
け
を
仰
望
し

苦
難
と
戦
っ
て
き
た

彼
の
生
涯
と
そ
の
作
品
と
が
今
に
い
た
る
ま
で

わ
た
し
の
心
を
と
ら
え
て

や
ま
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か

わ
た
し
は
彼
の
詩
を
誦
し

いつ
も
夜
明
け
の
雲
に
呼
び
か
け
て
き
た

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
キ
エ
フ
の
街
に
鳴
り
わ
た
る

寺
院
の
さ
わ
や
か
な
鐘
の
ひ
び
き
よ

ド
ニ
エ
プ
ル
河
の
ゆ
た
か
な
流
れ
よ

日
に
何
度
わ
た
し
は

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
地
図
を
出
し
て
見
る
こ
と
だ
ろ
う

わ
た
し
の
庭
の
タ
ラ
ク
サ
カ
ム
の
花
も

春
の
風
に
舞
い
の
ぼ
っ
て
ゆ
く

憧
れ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
と

　
（
後
略
）

6
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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〉 
　真民は新しく本が出版されると、その“扉書き”の言葉を
楽しみに考えていました。“扉書き”とは、本の表紙を開いた
ところにする真民のサインの事です。坂村真民全詩集第三
巻のそれは、「願に生きる」です。願いを持つという事は、小
さな灯とも光ともなるのではないでしょうか。寒い季節、心は

“ほっこり”していたいものです。（真美子）
タンポポだより vol.47 冬号
令和5年12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


