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短
歌
と
の
出
会
い

「
先
生
、
こ
れ
何
？
」

大
西
民
子
（
旧
姓
・
菅
野
）
は
、
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
、

岩
手
県
盛
岡
市
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

尋
常
小
学
校
三
年
生
の
時
、
民
子
は
盛
岡
天
満
宮
の
石
川
啄
木
の

歌
碑
を
見
て
短
歌
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
盛
岡
高
等
女
学
校

在
学
中
の
こ
ろ
に
は
自
分
で
も
短
歌
を
作
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

成
績
優
秀
で
み
ん
な
か
ら
将
来
を
期
待
さ
れ
て
い
た
民
子
で
し
た

が
、
本
人
は
あ
ち
こ
ち
を
さ
ま
よ
い
亡
く
な
っ
た
啄
木
に
憧
れ
て
、

平
凡
に
生
き
る
よ
り
、
波
乱
の
人
生
を
歩
ん
で
み
た
い
と
夢
見
て
い

ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
自
分
も
い
つ
か
故
郷
を
飛
び
出
そ
う
と
決

意
し
ま
す
。

歌
人
と
の
出
会
い

学
校
の
先
生
に
な
る
の
が
夢
だ
っ
た
民
子
は
、
奈
良
女
子
高
等
師

範
学
校
へ
の
進
学
を
希
望
し
、
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
、
見
事

合
格
を
果
た
し
ま
す
。

石川啄木の歌碑と出会う

好奇心旺盛な子どもだった民子は、盛

岡天満宮の石碑に興味を持ち、先生に

「これ何？」と質問しました。子供にど

う説明すればいいのか先生は困った様子

で、「これはね、石川啄木という変な名

前のおじさんの歌なの。あなたがもう少

し大きくなると分かるようになるわ」と

話しました。

大きくなって啄木の歌集を読んで感銘

を受けた民子は、そのうちに57577と数

えながら、自分でも短歌を作るように

なっていきました。

民子が見た盛岡天満宮の石川啄木歌碑
「病のごと 思郷のこころ湧く日なり
目にあをぞらの煙かなしも」
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入
学
し
て
し
ば
ら
く
し
た
こ
ろ
、
学
校
で
短
歌
会
が
開
か
れ
、
近

く
に
住
む
歌
人
・
前
川
佐
美
雄
が
先
生
と
し
て
呼
ば
れ
ま
し
た
。
前

川
と
の
出
会
い
で
短
歌
の
魅
力
に
目
覚
め
た
民
子
は
、
歌
さ
え
あ
れ

ば
何
も
い
ら
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
戦
争
の
影
響
で
民
子
た
ち
は
四
年
間
通
う
は
ず
の

奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
在
学
中
、
民
子
は
学
校
の
寮
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
し
っ
か
り
者
の
民
子
で
し
た
が
、
当
時
は
ま
だ
十
代
の
少
女
、
家
が
恋
し
く
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
秋
、
学
校
の
金
木
犀
が
匂
う
こ
ろ
、
お
母

さ
ん
は
今
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
思
わ
ず
考
え
ま
す
。

母
上
は
い
か
に
お
は
す
や
學
び
舎
は
金
木
犀
の
は
な
に
ほ
ふ
こ
ろ

手
作
り
歌
集
『
む
ろ
咲
き
の
菜
種
の
花
の
』
よ
り

一
九
四
四
年

一
九
歳

9

当時の女性の進学率

女性の尋常小学校から高等女学校への進学率が

約20％(1940年時点)だったのに対し、女子高等師

範学校などのさらに上の学校に進学できた人は、

戦前を通して1％もいなかったといいます。民子

は遠くの学校に行かせてもらえるだけの学費と、

理解のある両親に恵まれた幸運な学生でした。

奈良女子高等師範学校にて
1941-1944年頃撮影
後列中央が民子

学
校
を
半
年
早
く
九
月
で
卒
業
し
、
岩
手
に
帰
ら
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
泣
き
な
が
ら
別
れ
を
惜
し
む
民
子
に
、
前
川
は
岩
手

に
も
い
い
歌
人
は
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
い
つ
か
東
京
に

行
っ
た
時
は
木
俣
修
と
い
う
歌
人
を
訪
ね
る
よ
う
に
と
ア
ド
バ
イ

ス
を
送
り
ま
し
た
。

初期の手作り歌集等

民子は奈良にいたころ、手作り

の作品集を複数作っています。この作品集には短

歌のほか、詩や民子が描いたイラストも載ってい

て、可愛らしく装飾されています。家族への想い、

学校での生活、激化する戦争など、当時の民子の

想いが綴られています。

ま
え
か
わ

き

さ

み

お

お
さ
む

ま
た
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教
員
生
活
と
結
婚

私
の
八
月
十
五
日

奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
を
卒
業
後
、
岩
手
に
帰
っ
た
民
子
は
、

釜
石
高
等
女
学
校
の
教
員
に
な
り
ま
し
た
。

あ
こ
が
れ
の
仕
事
に
就
い
て
、
熱
心
に
働
い
て
い
た
民
子
で
し
た

が
、
製
鉄
所
の
あ
っ
た
釜
石
は
戦
時
中
に
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
す
。

特
に
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
○
）
年
八
月
九
日
の
攻
撃
の
あ
と
、
学

校
に
も
遺
体
が
収
容
さ
れ
授
業
が
で
き
る
環
境
で
は
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
民
子
と
同
僚
の
先
生
二
人
は
、
生
徒
を
安

全
な
場
所
に
避
難
さ
せ
よ
う
と
、
約
四
〇
㎞
離
れ
た
遠
野
へ
連
れ
て

行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
何
と
か
全
員
無
事
に
到
着
し
た
そ
の
数
日

後
、
民
子
た
ち
は
八
月
十
五
日
の
終
戦
を
む
か
え
ま
す
。

「
私
た
ち
、
結
婚
す
る
約
束
で
す
」

民
子
は
、
勉
強
も
で
き
て
多
才
な
自
分
に
自
信
を
持
っ
て
い
た
よ

う
で
す
。
若
い
こ
ろ
に
書
い
て
い
た
、
半
自
伝
小
説
「
赤
い
月
見

生徒とともに写った写真
1945年頃撮影
下段中央着物の女性が民子

釜石時代の教え子たちと

教員だったのは、1944

年9月から1949年2月まで

(闘病期間も含む)と短い

期間でしたが、埼玉に来

てからも、しばしば教え

子たちが民子を訪ねて来

ており、慕われていた教

員であったことが伺えま

す。

か
ま

い
し

と
お

の

あ
か

つ
き

み
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草
」
の
中
で
、
「
自
分
の
相
手
と
し
て
足
る
男
な
ど
こ
の
Ｋ
市

（
釜
石
）
は
お
ろ
か
、
Ｉ
県
（
岩
手
）
に
は
あ
り
得
な
い
」
と
考

え
て
い
た
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
彼
女
の
心
を
射
止
め
た
の

は
、
民
子
と
同
じ
く
教
員
で
、
小
説
家
を
目
指
し
て
い
た
大
西
博

で
し
た
。
二
人
は
意
気
投
合
し
、
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
に

結
婚
し
ま
す
。

民
子
は
こ
の
文
学
好
き
な
博
を
愛
し
、
い
つ
か
芥
川
賞
を
取
っ

て
く
れ
れ
ば
と
冗
談
交
じ
り
に
励
ま
し
て
い
ま
し
た
。
結
婚
の
翌

年
に
は
男
の
子
を
授
か
り
ま
す
が
死
産
し
て
し
ま
い
、
さ
ら
に
、

自
身
も
体
調
を
崩
し
約
半
年
間
病
気
で
苦
し
み
ま
し
た
。

仕
事
に
復
帰
し
た
民
子
で
し
た
が
、
我
が
子
を
亡
く
し
た
心
の

傷
を
抱
え
て
辛
い
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、

書
店
で
見
つ
け
た
歌
人
・
木
俣
修
の
歌
集
『
冬
暦
』
を
読
み
、
民

子
は
心
を
動
か
さ
れ
ま
し
た
。
多
く
の
文
学
者
が
い
る
東
京
の
近

く
に
行
っ
て
も
っ
と
短
歌
の
勉
強
を
し
た
い
、
と
い
う
民
子
の
熱

意
に
博
も
同
意
し
、
二
人
は
教
員
を
辞
め
て
、
埼
玉
県
大
宮
市
に

あ
る
埼
玉
県
立
文
化
会
館
で
働
く
こ
と
を
決
め
ま
す
。
そ
し
て
、

一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
、
釜
石
を
旅
立
ち
ま
し
た
。

めずらしかった恋愛結婚

50％以上の人がお見合いで結婚していた当時、民子と博は恋愛結婚で結ばれま

した。民子は結婚についての思い出として、交際していることを勤務先の校長か

ら叱られたときに思わず、「私たち、結婚する約束です」と言ってしまったこと

が決め手になったと語っています。

民
子
が
結
婚
し
た
ば
か
り
の
こ
ろ
の
想
い
を
詠
ん
だ
歌
で
す
。
わ
が
つ
ま
（
わ
た
し
の
夫
）
が
生
き
て
い
る
限
り
生
き
遂
げ
よ
う
。
私
の
命
の
価
値
は
こ
こ
に
定
ま
っ
た
の
だ
、
と
共
に
生
き
て
い
く
決
意
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。

わ
が
つ
ま
の
生
く
る
限
り
は
生
き
遂
げ
む
わ
が
命
こ
こ
に
意
義
定
ま
り
つ

手
作
り
歌
集
『
回
顧
一
年
』
よ
り

一
九
四
八
年

二
四
歳

13

民子の小説

結婚後、小説家を目指していた博に影響さ

れたのか、民子も何作か小説を書いています。

小説は民子自身のことを反映した自伝的な内

容が多く、「赤い月見草」もその一つです。

お
お

と
う

さ
い

ひ
ろ
し

け
ん

お
お

し

み
や

た
ま

た

に
し

そ
う

れ
き
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結
婚
前
、
民
子
が
博
と
デ
ー
ト
し
て
い
た
時
の
こ
と
を
詠

ん
だ
歌
で
す
。
生
徒
た
ち
に
見
ら
れ
て
は
い
け
な
い
と
、

待
ち
合
わ
せ
場
所
で
隠
れ
て
待
っ
て
い
た
民
子
に
対
し
て
、

博
は
大
胆
に
も
手
を
振
っ
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。

14
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結
婚
式
の
時
の
光
景
で
し
ょ
う
か
。
家
族
に
結
婚
を
反
対
さ
れ
て
い
た
民
子
は
、
白
無
垢
を
着
る
こ

と
が
で
き
ず
、
自
分
の
持
っ
て
い
た
中
で
一
番
い
い
着
物
を
着
て
式
を
挙
げ
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、

喜
び
か
ら
思
わ
ず
嬉
し
涙
を
流
し
ま
し
た
。

若
い
こ
ろ
の
こ
と
を
回
想
し
て
詠
ん
だ
歌
で
す
。
相
手
は
誰
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
時
、
鉛
筆
も
ペ
ン
も
な
か
っ
た
民
子
は
、
そ
の
人
へ
の
返
事
を
咄
嗟
に
口
紅
で
書

き
ま
し
た
。
自
分
の
書
い
た
短
い
返
事
の
言
葉
を
、
民
子
は
今
で
も
忘
れ
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。

15
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大
宮
へ
の
移
住

幻
の
椅
子

大
宮
に
引
っ
越
し
た
民
子
は
、
木
俣
修
に
入
門
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
「
朱
扇
」
そ
し
て
「
形
成
」
と
い
う
短
歌
グ
ル
ー
プ
に
参

加
し
て
成
長
し
て
い
く
民
子
に
対
し
、
博
は
小
説
家
と
し
て
芽
が
出

ず
、
私
生
活
は
乱
れ
が
ち
に
な
り
、
つ
い
に
は
別
居
状
態
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

一
九
五
六
（
昭
和
三
一
）
年
、
民
子
は
最
初
の
歌
集
『
ま
ぼ
ろ
し

の
椅
子
』
を
刊
行
し
ま
す
。
博
の
帰
り
を
待
つ
日
々
を
詠
ん
だ
こ
の

歌
集
は
、
大
き
な
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。
寂
し
さ
に
耐
え
る
、
辛
い

日
々
を
支
え
た
の
は
短
歌
の
存
在
で
し
た
。
ま
た
、
生
活
の
た
め
働

か
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
民
子
は
、
く
じ
け
て
泣
い
て
ば
か
り
は

い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

再
び
一
緒
に
暮
ら
せ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
希
望
を
支
え
に
、

約
十
年
間
博
の
帰
り
を
待
っ
た
民
子
で
し
た
が
、
一
九
六
四
（
昭
和

三
九
）
年
、
二
人
は
離
婚
し
ま
し
た
。

30代頃の民子
撮影年不明

自筆色紙「かたはらに置くまぼ
ろしの椅子ひとつあくがれて待
つ夜もなし今は」

最初の歌集『まぼろしの椅子』
新典書房

                  1956年刊行・初版

し
ゅ

け
い

い

せ
ん

せ
い

す
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絵
本
積
む
こ
と
も
仕
事
の
一
つ

一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
、
民
子
は
文
化
会
館
か
ら
埼
玉
県
立

図
書
館
に
異
動
し
ま
す
。
文
化
会
館
が
博
物
館
（
現
・
埼
玉
県
立
歴

史
と
民
俗
の
博
物
館
）
に
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
際
、
図
書
館
で
働

き
た
い
と
自
分
か
ら
希
望
し
ま
し
た
。
も
と
も
と
本
好
き
だ
っ
た
民

子
は
、
新
し
い
仕
事
に
や
り
が
い
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
す
。
調
べ

も
の
の
係
や
、
子
ど
も
の
本
の
担
当
な
ど
を
任
さ
れ
、
熱
心
に
働
い

て
い
ま
し
た
。

妹
と
い
ふ
あ
い
ら
し
き
も
の

四
四
歳
の
時
、
民
子
は
大
宮
市
堀
の
内
町
に
家
を
買
い
ま
す
。
こ

の
家
で
、
民
子
は
妹
・
佐
代
子
と
二
人
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
や

や
浪
費
癖
が
あ
っ
た
民
子
に
対
し
て
、
妹
の
佐
代
子
は
節
約
上
手
な

し
っ
か
り
者
で
、
忙
し
い
姉
の
代
わ
り
に
家
事
を
し
て
い
ま
し
た
。

肉
親
の
ほ
と
ん
ど
を
亡
く
し
て
い
た
民
子
に
と
っ
て
、
最
後
の
家
族

で
あ
る
佐
代
子
は
精
神
的
な
支
え
で
し
た
が
、
一
九
七
二
（
昭
和
四

七
）
年
の
六
月
、
佐
代
子
は
心
臓
麻
痺
を
起
こ
し
亡
く
な
り
ま
す
。

予
期
せ
ぬ
突
然
の
別
れ
に
、
民
子
は
そ
の
死
を
な
か
な
か
受
け
い
れ

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

堀の内町の家で

引っ越しを繰り返してきた民子は、

自分の家を購入したことで、落ち着

いた暮らしを送ることができました。

姉妹はそれぞれ自室を持っていまし

たが、民子は蔵書が多く、書庫を

作ってもらったといいます。

「歌人が住んでいる」と近所で噂

され、いつの間にか歌(音楽)の先生

だと勘違いされてしまったそうです。

子どもに音楽を教えてほしいという

人が民子を訪ねてきて、驚いてし

まったという話が残っています。

夫
の
博
は
大
宮
に
来
て
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
家
に
帰
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
か
た
わ
ら
に
座
る
夫
を
毎
晩
想
い
続
け
て
き
た
民
子
で
し
た
が
、
今
と
な
っ
て
は
も
う
そ
の
帰
り
を
待
つ
こ
と
は
な
い
と
、
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
よ

う
に
詠
ん
で
い
ま
す
。

か
た
は
ら
に
お
く
幻
の
椅
子
一
つ
あ
く
が
れ
て
待
つ
夜
も
な
し
今
は

『
ま
ぼ
ろ
し
の
椅
子
』
よ
り

一
九
五
五
年

三
一
歳

民子の妹・佐代子
母・カネと佐代子は、岩手を離れた後、
埼玉県岩槻市の浄国寺に住んでいた

ほ
り

さ

し
ん

う
ち

ち
ょ
う

よ

こ

ぞ
う

ま

ひ
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心
に
突
き
刺
さ
る
よ
う
な
言
葉
を
言
わ
れ
た
が
、
鳥
や
魚
が
言
っ
た
こ
と
と
同
じ
よ

う
な
も
の
と
思
っ
て
相
手
に
せ
ず
忘
れ
よ
う
。
強
く
生
き
る
民
子
の
姿
を
感
じ
る
歌

で
す
。

長
年
働
い
て
き
た
民
子
。
そ
の
日
々
は
楽
し
い
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
辛
い

こ
と
や
悔
し
い
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。
若
き
日
の
民
子
は
、
曲
げ
る
の

は
膝
だ
け
で
心
ま
で
は
屈
し
な
い
と
自
分
を
鼓
舞
し
て
い
ま
し
た
。

知
人
か
ら
長
い
愚
痴
を
聞
か
さ
れ
た
民
子
は
、
「
人
は
人
」
と
言
い
、
い
つ

ま
で
も
悩
ま
な
い
よ
う
に
と
あ
え
て
突
き
放
し
ま
し
た
。
い
つ
も
お
だ
や
か

だ
っ
た
と
い
う
民
子
の
、
き
っ
ぱ
り
し
た
一
面
を
感
じ
さ
れ
る
歌
で
す
。

20
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誰
か
か
ら
心
配
し
て
も
ら
っ
た
時
の
出
来
事
で
し
ょ
う
か
。
滅
多
に
は
つ
ぶ

れ
な
い
わ
と
言
っ
て
み
せ
た
民
子
で
し
た
が
、
ま
る
で
言
霊
の
様
に
気
持
ち

が
前
向
き
に
な
っ
た
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。

21
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自
分
で
選
ん
だ
道

「
大
西
さ
ん
」
と
「
菅
野
さ
ん
」

離
婚
後
、
旧
姓
に
戻
っ
た
民
子
で
し
た
が
、
歌
人
と
し
て
活
動
す

る
時
は
「
大
西
民
子
」
の
名
前
を
ペ
ン
ネ
ー
ム
と
し
て
使
い
続
け
て

い
ま
し
た
。
日
中
は
仕
事
を
し
て
い
た
た
め
、
短
歌
に
集
中
で
き
る

の
は
、
夜
の
八
時
～
深
夜
一
時
く
ら
い
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
一
方
、

職
場
で
は
本
名
の
「
菅
野
民
子
」
の
名
前
で
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。

当
時
珍
し
か
っ
た
女
性
管
理
職
に
も
な
り
、
部
下
た
ち
の
個
性
を
大

事
に
し
て
仕
事
を
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
民
子
は
、
友
人
に
「
大

西
民
子
さ
ん
は
華
や
か
な
目
に
も
遇
い
、
少
し
は
い
い
思
い
も
し
た

け
ど
、
菅
野
民
子
さ
ん
は
苦
労
ば
か
り
で
か
わ
い
そ
う
だ
っ
た
」
と

話
し
て
い
ま
し
た
。

一
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年
、
体
調
が
悪
化
し
た
民
子
は
、
定
年

を
待
た
ず
に
県
立
図
書
館
を
早
期
退
職
し
ま
す
。
そ
の
翌
年
に
は
、

長
年
教
え
を
受
け
た
木
俣
修
が
亡
く
な
り
、
民
子
は
木
俣
に
か
わ
っ

て
後
輩
を
指
導
し
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

名誉ある短歌の賞を受賞

長年歌人として活躍してきた民子は、その功績から様々な賞をもらっています。

・1982（昭和57）年－ 『風水』にて「第16回迢空賞」受賞

   ※その年刊行された最も優れた歌集に送られる賞です

・1988（昭和63）年－ 「埼玉県文化功労者」として知事表彰される

・1992（平成 4）年－ 「紫綬褒章」受章

・1993（平成 5）年－ 「第4回大宮文化賞」受賞 など

第16回迢空賞授賞式
1982年撮影

紫綬褒章

ちょうくうしょう

し じゅ ほうしょう

あ
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力
あ
る
者
走
り
続
け
よ

木
俣
亡
き
あ
と
、
約
十
年
間
続
け
て
き
た
「
形
成
」
で
し
た
が
、

つ
い
に
解
散
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
民
子
は
、
後
輩
た
ち
の
未
来

を
考
え
て
、
歌
人
・
持
田
勝
穂
と
一
緒
に
新
し
い
短
歌
グ
ル
ー
プ

「
波
濤
」
を
結
成
す
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。
「
波
濤
」
創
刊
号

は
、
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
十
二
月
二
五
日
に
発
行
さ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
数
日
後
の
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
一
月
五
日
、
民
子
は

心
筋
梗
塞
に
よ
り
自
宅
に
て
永
眠
し
ま
し
た
。

民
子
は
生
前
、
エ
ッ
セ
イ
「
挽
歌
を
書
き
つ
づ
け
た
歳
月
」
の
中

で
自
分
の
人
生
を
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
し
た
。

「
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
故
郷
を
去
っ
た
の
も
、
母

校
の
教
師
に
な
る
こ
と
を
避
け
て
戦
禍
の
街
・
釜
石
に
職
を
求
め
た

の
も
、
若
さ
の
せ
い
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
今
、
そ
の
こ
と
を
後

悔
な
ど
し
て
い
な
い
。
ほ
か
に
私
に
ふ
さ
わ
し
い
ど
ん
な
生
き
方
が

あ
っ
た
ろ
う
。
何
度
も
分
れ
道
は
あ
っ
た
。
そ
の
つ
ど
私
は
自
分
で

選
ん
で
歩
い
て
来
た
。
結
果
と
し
て
今
こ
こ
に
ひ
と
り
で
坐
っ
て
い

る
の
だ
と
納
得
す
る
」

多くの人に慕われた

晩年の日々

妹が亡くなったあと、

ひとり暮らしをしてい

た民子を、弟子たちは

身の回りの世話などを

して支えていました。

家族のいないさびしさ

はありましたが、民子

は多くの人々から慕わ

れていました。

こ
の
歌
は
、
も
と
も
と
「
波
濤
」
創
刊
号
の
た
め
に
詠
ん
だ
歌
で
す
。
「
波
濤
」
創
刊
号
で
、
民
子
は
滞
る
雲
と
は
自
分
自
身
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
書
い
て
い
ま
す
。
力
あ
る
人
々
は
、
私
の
こ
と
な
ど
放
っ
て
走
り
続
け
て
い
っ

て
ほ
し
い
と
励
ま
し
の
気
持
ち
を
込
め
た
一
首
で
す
。

と
ど
こ
ほ
る
雲
の
ご
と
き
は
差
し
措
き
て
力
あ
る
者
走
り
続
け
よ

『
光
た
ば
ね
て
』
よ
り

一
九
九
三
年

六
九
歳

晩年の民子
1993年撮影

も
ち

は

し
ん

こ
う

ほ
ん

ば
ん

か

だ

か
つ

ほ

と
う

き
ん

そ
く

ろ
う

せ
ん

か

す
わ
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自
分
の
意
志
で
歩
ん
だ
女
性

こ
れ
ま
で
、
大
西
民
子
と
い
う
女
性
の
存
在
は
、
あ
ま
り
知

ら
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

小
さ
い
こ
ろ
か
ら
賢
か
っ
た
民
子
は
、
家
族
か
ら
も
友
達
か

ら
も
将
来
を
期
待
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
す
ら
い
の
日
々
を

送
っ
た
石
川
啄
木
に
憧
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
両
親
に
愛
さ
れ

希
望
に
あ
ふ
れ
る
毎
日
を
過
ご
し
て
い
た
民
子
は
、
ま
さ
か
自

分
も
啄
木
と
同
じ
く
波
乱
の
人
生
を
辿
る
こ
と
に
な
る
と
は

思
っ
て
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

そ
の
後
、
離
婚
な
ど
様
々
な
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ

た
民
子
で
し
た
が
、
制
約
の
多
い
時
代
の
中
で
、
彼
女
は
進
学

の
時
も
結
婚
の
時
も
、
自
分
の
意
志
で
未
来
を
選
択
し
て
き
ま

し
た
。
後
年
に
は
「
自
分
で
選
ん
だ
道
を
、
人
に
さ
し
ず
さ
れ

な
い
で
生
き
て
来
た
の
だ
か
ら
、
別
に
後
悔
す
る
こ
と
は
な

い
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
つ
ら
い
時
も
、
民
子
は
生
活
の
た
め
に
働
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
職
場
と
い
う
別
の
環
境
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
悲
し
み
に
潰
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
な
か
っ

た
と
も
い
え
ま
す
。
責
任
感
の
強
か
っ
た
民
子
は
、
ど
の
職
場

で
も
熱
心
に
働
き
ま
し
た
。

短
歌
と
と
も
に
生
き
た

悲
劇
の
妻
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
民
子
で
す
が
、
離
婚
し

て
佐
代
子
と
暮
ら
し
た
こ
ろ
は
、
幸
せ
な
日
々
を
過
ご
し
て
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
佐
代
子
は
四
〇
歳
の
若
さ
で
急
死
し
て

し
ま
い
ま
す
。
民
子
は
一
九
七
二
年
か
ら
亡
く
な
る
一
九
九
四

年
ま
で
、
ひ
と
り
大
宮
の
自
宅
で
過
ご
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

民
子
は
、
自
分
の
人
生
を
短
歌
に
表
現
す
る
こ
と
で
、
心
の

傷
を
し
だ
い
に
受
け
止
め
て
い
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
彼
女
の
生

き
方
が
分
か
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

28
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一
九
八
八
年
、
縁
の
あ
っ
た
岩
槻
市
浄
国
寺
に
、
民
子
の

「
一
本
の
木
と
な
り
て
あ
れ
ゆ
さ
ぶ
り
て
過
ぎ
に
し
も
の
を
風

と
呼
ぶ
べ
く
」
と
い
う
歌
が
刻
ま
れ
た
歌
碑
が
建
立
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
祝
賀
会
で
、
知
人
か
ら
今
自
分
は
困
難
な
状
況
に
あ

る
と
打
ち
明
け
ら
れ
た
民
子
は
「
大
丈
夫
よ
。
風
は
必
ず
過
ぎ

て
ゆ
く
ん
だ
か
ら
」
と
言
っ
て
励
ま
し
た
と
い
い
ま
す
。
ど
ん

な
辛
い
こ
と
も
、
木
の
よ
う
に
根
を
し
っ
か
り
張
っ
て
立
っ
て

い
れ
ば
、
い
つ
か
必
ず
風
の
よ
う
に
通
り
過
ぎ
て
い
く
と
。

生
誕
百
年
を
む
か
え
て

図
書
館
で
も
「
小
説
は
読
む
け
ど
、
短
歌
は
よ
く
分
か
ら
な

い
」
「
歌
集
を
手
に
取
っ
た
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
声
を
聞
く

中
、
少
し
で
も
大
西
民
子
と
そ
の
作
品
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら

う
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
い
、
生
誕
百
年
を
迎
え
た
今
年
、

冊
子
を
作
成
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
冊
子
を
き
っ
か
け
に
、
波
乱
の
人
生
を
そ
の
才
能
と
強

い
心
で
生
き
抜
い
て
き
た
大
西
民
子
と
い
う
女
性
に
つ
い
て
、

親
し
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
嬉
し
い
で
す
。

29

じ
ょ
う
こ
く

じ

い
わ

つ
き

し
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