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短
歌
で
綴
っ
た 

癒
え
ぬ 

か
な
し
み

　

昭
和
15
年
１
月
、真
民（
31
歳
）は
除
隊
に
な
り
、

忠
清
北
道
清
州
公
立
高
等
女
学
校
の
先
生
と
し
て

勤
務
に
戻
り
ま
し
た
。そ
し
て
、一
兵
卒
の
身
で
欠

詠
も
せ
ず
無
事
除
隊
で
き
た
こ
と
は
、詩
神
の
加
護

で
あ
っ
た
と
も
云
え
よ
う
か
と
師
へ
の
思
い
が
強
く
、

東
京
ま
で
岡
野
直
七
郎
先
生
を
訪
ね
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、毎
回
一
篇
の
詩
を
紹
介
す
る
の
で
す
が
、こ

の
冬
号
で
は
、真
民
の
短
歌
と
共
に
話
を
進
め
、途

中
に
説
明
の
文
章
を
挟
む
こ
と
も
せ
ず
、時
系
列
に

淡
々
と
流
し
て
ゆ
こ
う
と
思
い
ま
す
。そ
れ
が
、今
号

の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、当
時
の
真
民
と
妻
・
久
代
の
心

そ
の
ま
ま
に
迫
り
、そ
の
思
い
が
直
に
伝
わ
っ
て
く
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
す
。た
だ
し
、短
歌

の
表
題
と
真
民
の
説
明
文
は
付
け
て
お
き
ま
す
。

子
を
欲ほ

り
て
妻
が
い
ふ
言こ

と

の
か
な
し
さ
は

　
　

夜や

天て
ん

の
星
も
き
き
に
つ
ら
む
か

わ
が
妻
の
お
も
ひ
は
つ
ね
に
子
ろ
に
ゆ
き

　
　

す
で
に
産う

ぶ

衣ぎ

を
縫
ひ
そ
め
に
け
る

青
空
の
浄
き
日
ふ
た
り
樹き

の
下も

と

に

　
　

三み
た
り人
に
な
ら
む
身
の
幸さ

ち

を
乞
ふ

白
象
受
胎

告
知

　
八
つ
ち
が
い
の
ゆ
え
に
結
婚
当
初
か
ら
、子
供
は
で
き

な
い
も
の
と
言
わ
れ
て
き
た
。そ
う
し
た
迷
信
を
信
ず

る
私
た
ち
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、ど
う
や
ら
そ
れ
は

適
中
し
た
よ
う
に
も
思
え
た
。し
か
し
冥
々
の
力
に
よ
っ

て
か
、私
た
ち
に
も
六
年
ぶ
り
に
奇
跡
の
よ
う
な
よ
ろ

こ
び
が
生
ま
れ
て
き
た
。

※
１ 

摩
耶
受
胎（
ま
や
じ
ゅ
た
い
）伝
…
摩
耶
夫
人（
ま
や
ぶ
に

ん
）・
釈
迦
の
生
母
が
、六
牙
の
白
象
が
胎
内
に
入
る
夢
を
み
て
懐

妊
し
、ル
ン
ビ
ニ
ー
園
で
釈
迦
を
出
産
し
た
と
い
う
一
連
の
伝
え
話
。

擬
宝
珠
の
ま
し
ろ
き
花
の
咲
く
家
に

　
　

妻
み
ご
も
れ
り
奇
跡
の
ご
と
く

※
２

ま
ど
か
な
る
夢
に
入
り
き
し
白び

ゃ
く
ざ
う象

の

　
　

摩
耶
受
胎
伝
ひ
そ
か
に
ひ
も
と
く

※
１

釈
妙
教
孩
女
は
愛は

し
き
わ
が
子
に
て

　
　

思
わ
ぬ
と
き
に
涙
し
な
が
る

か
な
し
み
の
や
や
癒
え
し
日
の
夕
ま
ぐ
れ

　
　

茜
の
雲
に
吾あ

こ子
や
乗
り
込
む※

３

ま
た
二
人
寂
し
く
住
み
て
ゆ
か
ん
と
す

　
　

移
り
来
し
家い

へ

の
い
ち
は
つ
の
花

茜
雲

　
す
べ
て
は
虚
し
い
雲
間
の
光
で
あ
っ
た
。運
命
は
わ
た

し
た
ち
二
人
を
地
に
つ
き
お
と
し
て
し
ま
っ
た
。一
切
が

闇
と
な
っ
た
。た
だ
茜
と
名
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、二
人

の
心
に
や
っ
と
支
え
る
だ
け
の
光
と
色
を
見
出
し
て
生

き
堪
え
た
が
、か
な
し
み
は
な
か
な
か
癒
え
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。

※
３ 

い
ち
は
つ
…
ア
ヤ
メ
科
の
多
年
草
。春
に
、紫
色
ま
た
は

白
色
の
花
が
咲
く
。

※
２ 

擬
宝
珠（
ぎ
ぼ
う
し
）…
ユ
リ
科
ギ
ボ
ウ
シ
属
の
多
年
草

の
総
称
。葉
は
根
生
し
、夏
に
、白
色
・
淡
紫
色
・
紫
色
な
ど
の

花
を
穂
状
に
つ
け
る
。

位牌　釈妙教孩女
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　この詩は昭和５１年９月に出された「詩国１５巻９月
号」の表紙の詩として初出されています。
　その時の題名は「美」でした。その後「坂村真民全
詩集第３巻」に収められる時に、真民は「人と生まれ
て」と題名を変更しています。そこから察することが
できるのは、最初の題名「美」について、真民が考える
「美」とは、何かということです。
　因みに、この詩が書かれた昭和５１年８月１３日の
「詩記」には、朝の祈りの時に見た、「石鎚山からの
日の出の美しさ」を、今までにないほど美しかったと
書き、その後に「美」の詩が生まれているのです。ここ
で真民は、人間として生きていくうえで、必要な「美」と
は、何かを訴えているのです。
　日が昇り、日が沈むその美しさ、月星の輝く美しさ
を、美しいと感じ、美しいと思って生きていく、そういう
人間になりたい、ということを言っているのではないで
しょうか。

表紙の詩

文
／
西
澤
真
美
子

 

人
と
生
ま
れ
て（
67
歳
）

日
の
出
ず
る
も
見
ず

日
の
沈
む
も
知
ら
ず

月
星
光
り
輝
け
ど

仰
ぐ
こ
と
も
せ
ず

老
い

そ
し
て
死
ぬ

牛
馬
な
れ
ば

せ
ん
か
た
な
き
も

人
と
生
ま
れ
て

か
な
し
と
言
わ
ん

あ
わ
れ
と
言
わ
ん

息
絶
え
て
生
ま
れ
し
吾あ

こ子
の
愛は

し
き
手
に

　
　

さ
や
り
な
げ
き
し
夜よ
る

を
忘
れ
ず

目
も
み
え
ず
乳ち

ち

も
飲
み
得
ぬ
子
が
ひ
と
り

　
　

賽さ
い

の
河か

原は
ら

に
さ
ま
よ
ふ
ら
む
か

初
盆
も
す
ぎ
て

　

真
民
32
歳
の
３
月
８
日
、待
ち
に
待
っ
た
第
一
子

の
誕
生
日
は
命
日
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。翌
月
・

４
月
に
は
、全
羅
北
道
官
立
全
州
師
範
学
校
に
転
任

し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
、二
人
の
悲
し
み
の
大

き
さ
と
そ
の
深
さ
が
伝
わ
っ
て
ま
い
り
ま
す
。何
を

見
て
も
思
い
出
し
て
悲
し
み
か
ら
立
ち
直
れ
な
い
、

そ
の
記
憶
を
振
り
切
る
よ
う
に
移
っ
て
行
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

　

清
州
女
学
校
の
生
徒
達
は
お
小
遣
い
を
出
し
合
っ

て
、町
で
売
っ
て
い
る
な
か
で
一
番
大
き
い
お
人
形
さ

ん
を「
茜
さ
ん
だ
と
思
っ
て
元
気
を
出
し
て
下
さ
い
」

と
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
ま
し
た
。先
生
と
女
学
生
の

絆
の
強
さ
に
も
感
動
し
ま
す
。こ
の
お
人
形
さ
ん
は
、

後
に
坂
村
一
家
を
助
け
て
く
れ
る
こ
と
に
、次
号
で

の
展
開
を
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

「
歌
集  

石
笛
」（
１
９
６
２
年
１
月
発
行
）よ
り



　

坂
村
真
民
の
本
名（
戸
籍
名
）は
、「
坂
村 

昻（
た

か
し
）」で
す
。「
真
民
」と
い
う
名
前
は
、急
逝
し
た

父
親
の
よ
う
に
、若
死
に
し
な
い
よ
う
に
と
、真
民
の

母
親
が
姓
名
判
断
の
大
家
に
付
け
て
も
ら
っ
た
名
前

な
の
で
す
。

　

真
民
が
こ
の
名
前
を
初
め
て
使
っ
た
の
は
、神
宮
皇

学
館
に
入
学
し
た
18
歳
の
時
で
、学
内
で
発
行
さ
れ
て

い
た
雑
誌
に
短
歌
を
投
稿
し
た
時
に
、筆
名
と
し
て

使
っ
た
の
で
す
。こ
の
時
の
思
い
を「
坂
村
真
民
全
詩

集
第
５
巻
」の
巻
末
に
載
せ
て
い
る「
年
譜
」の
中
で
、

「
真
民
は
母
の
願
い
に
よ
る
名
」と
書
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
時
以
来
、真
民
は
、短
歌
雑
誌
や
民
謡
歌
謡

誌
、20
代
を
終
え
る
記
念
と
し
て
出
版
し
た「
与
謝

野
寛
評
伝
」で
も
、筆
名
と
し
て「
真
民
」と
い
う
名

前
を
使
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、そ
の
名
前
の
読
み
方
は
、「
ま
さ
た
み
」

若
し
く
は「
ま
た
み
」と
読
ん
で
い
ま
し
た
。「
ま
さ
た

み
」が
、母
が
姓
名
判
断
で
付
け
て
ら
っ
た「
真
民
」の

本
当
の
読
み
方
な
の
で
す
が
、真
民
自
身
も
、通
常
は

「
ま
た
み
」と
読
む
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

自
費
出
版
の
詩
集
を
発
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時

も
、そ
の「
奥
付
」（
発
行
者
名
、発
行
日
等
を
記
載
す

る
最
後
の
ペ
ー
ジ
）に
は
、真
民
に「
ま
た
み
」と
フ
リ

ガ
ナ
を
付
け
て
い
ま
す
。ま
た
、宇
和
島
東
高
校
の
卒

業
生
の
方
々
に
聞
い
て
も
、真
民
の
こ
と
を「
ま
た
み

せ
ん
せ
い
」と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

　
「
真
民
」を「
し
ん
み
ん
」と
読
む
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、昭
和
42
年
12
月
に
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
で
仏
教

学
者
の
紀
野
一
義
先
生
と
対
談
し
た
時
に
、紀
野
先

生
か
ら「
し
ん
み
ん
さ
ん
」、「
し
ん
み
ん
さ
ん
」と
呼

ば
れ
、そ
の
番
組
が
全
国
放
送
さ
れ
て
、こ
れ
か
ら
は

自
分
も「
し
ん
み
ん
」と
名
乗
ろ
う
と
思
っ
た
こ
と
が

き
っ
か
け
な
の
で
す
。そ
の
時
の
思
い
を
真
民
は
、昭

和
42
年
12
月
26
日
の「
詩
記
」の
中
で
、「
こ
れ
か
ら
、

み
な
さ
ん
、わ
た
し
を
、し
ん
み
ん
さ
ん
と
呼
ん
で
く

だ
さ
い
。西
行
さ
ん
、良
寛
さ
ん
と
呼
ぶ
よ
う
に
、し
ん

み
ん
さ
ん
と
呼
ん
で
く
だ
さ
い
。」と
書
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
日
か
ら
、「
坂
村
真
民
」は「
さ
か
む
ら
し
ん
み

ん
」と
な
り
、詩
人
・
坂
村
真
民（
さ
か
む
ら
し
ん
み

ん
）」が
全
国
に
デ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

「
真
民
」の
読
み
方
の
推
移
に
つ
い
て

館
長
エ
ッ
セ
イ

熊本時代

神宮皇学館を卒業して
熊本で小学校の代用
教員をしていた頃。

昭和８年２月発行
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昭和12年8月（真民28歳）

杉村春苔先生からのはがき 「詩記」（昭和42年12月26日）

「またみ」と読ませている。宇和島東高校の職員名簿
（公的文書には「昻」を使う。）

昭和40年9月発行の第12詩集

朝鮮時代

砥部時代

三瓶吉田
時代

宇和島
時代

20代を終える記念
として出版する。

真民の第１詩集
（昭和26年４月発行）
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真民詩を人生の心の糧
か て

として
奄美坂村真民の会事務局長  積山泰夫

◆
真
民
詩
と
の
出
会
い

　

昭
和
63（
１
９
８
８
）年
４
月
、鹿
児

島
大
学
付
属
中
学
校
に
勤
務
し
て
い
た

私
は
、一
年
生
の
担
任
と
な
り
ま
し
た
。

　

真
新
し
い
道
徳
の
副
読
本
を
開
く

と
、色
鮮
や
か
な
黄
色
い
タ
ン
ポ
ポ
の
花

を
背
景
に「
タ
ン
ポ
ポ
魂
」と
い
う
詩
が

載
っ
て
い
ま
し
た
。私
は
こ
の
詩
に
感
動

し
、早
速
、学
級
通
信「
若
き
花
」に
掲

載
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、先
輩
か
ら
真

民
先
生
の
署
名
入
り
の『
自
選
坂
村
真

民
詩
集
』を
い
た
だ
き
、自
分
自
身
で
も

『
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
』『
生
き
て
ゆ
く

力
が
な
く
な
る
時
』『
愛
の
道
し
る
べ
』等

を
買
い
求
め
、愛
読
し
つ
つ
生
徒
に
紹
介

し
ま
し
た
。ま
た
、詩
を
読
ん
だ
感
想
や

学
級
の
様
子
・
写
真
等
を
先
生
に
お
送

り
し
て
、先
生
か
ら「
詩
国
」を
送
付
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

平
成
５
年
、大
口
市（
現
伊
佐
市
）教

育
委
員
会
で
指
導
主
事
と
し
て
勤
務
し

た
時
、同
市
の
小
・
中
学
校（
14
校
）の

先
生
方
と
熊
本
へ
研
修
旅
行
に
行
き
、

荒
尾
市
府
本
の
小
代
焼
ふ
も
と
窯
を
訪

れ
ま
し
た
。そ
こ
で
初
め
て
大
き
な
詩
碑

「
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
」を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

平
成
11
年
４
月
、私
は
母
校
で
あ
る

龍た
つ

郷ご
う

町
立
龍り
ゅ
う
ほ
く北

中
学
校
に
校
長
と
し

て
赴
任
し
ま
し
た
。道
徳
や
学
級
活
動

の
時
間
に
、真
民
先
生
の
詩
を
直
接
生

徒
た
ち
に
教
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、生
徒
・
保
護
者
向
け
の
校
長

便
り「
敬
愛
～
学
舎
小
景
」を
発
行
し
つ

づ
け
、そ
の
中
で
真
民
詩
を
紹
介
し
ま

し
た
。そ
れ
ら
は
、「
タ
ン
ポ
ポ
魂
」「
二
度

と
な
い
人
生
だ
か
ら
」「
す
べ
て
は
光
る
」

「
足
の
裏
の
美
」「
本
気
」「
一
本
の
道

を
」等
で
す
。

　

私
は
学
校
に
真
民
詩
碑
を
建
立
し
た

い
と
い
う
夢
を
抱
き
、真
民
先
生
に「
す

べ
て
は
光
る
」「
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
」

を
揮
毫
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◆
詩
碑「
す
べ
て
は
光
る
」建
立

　

平
成
14
年
４
月
、私
は
故
郷
の
喜
界
町

立
第
一
中
学
校
に
転
勤
と
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
15
年
２
月
15
日
、笠
利
町（
現
奄

美
市
笠
利
町
）歴
史
民
俗
資
料
館
で
詩
碑

「
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
」の
除
幕
式
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

私
は
当
日
の
朝
、喜
界
島
か
ら
飛
行

機
で
奄
美
大
島
に
飛
び
ま
し
た
。景
勝
地

に
建
つ
す
ば
ら
し
い
自
然
石
の
詩
碑
に

触
れ
、真
民
先
生
に
も
お
会
い
で
き
て
感

無
量
で
し
た
。夜
は
祝
賀
会
、翌
日
は
奄

美
パ
ー
ク
で
先
生
の
講
演「
一
村
さ
ん
と

私
」を
拝
聴
で
き
て
感
激
す
る
こ
と
ひ
と

し
お
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
し
て
３
月
４
日

に
、詩
碑「
す
べ
て
は
光
る
」（
可
能
性
の

碑
）を
第
一
中
学
校
の
本
館
前
に
建
立
・

除
幕
い
た
し
ま
し
た
。真
民
先
生
か
ら

「
わ
た
く
し
の
人
間
観
」と
題
す
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
寄
せ
ら
れ
、「
喜
界
が
島
を
光

る
島
と
し
て
成
長
し
て
く
だ
さ
い
。」と

結
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　

私
は
、真
民
詩
を
人
生
の
心
の
糧
と
し

つ
つ
、生
徒
・
同
僚
や
多
く
の
人
た
ち
と

共
有
し
て
き
ま
し
た
。こ
れ
か
ら
も
愛
読

し
つ
づ
け
、人
生
を
深
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

初めて真民先生の詩に触れたとき、大きな感銘を受けたという積山さんは、教員生
活を通して、多くの子どもたちや保護者、同僚らに真民詩の素晴らしさを紹介し続け
た。心の中には、常に真民詩があったという。
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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〉 
　今号では、真民の短歌を多く紹介しました。転機が訪れ
詩の世界で生きてゆくときめた40歳以降も、感情が溢れ出
たときには、真民は短歌で表現しています。18歳の頃から
一途に歩んだ短歌の道ですので、体がそうなっていたよう
です。（真美子）

タンポポだより vol.51 冬号
令和6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


