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二度とない人生だから
に ど じ ん せ い

私は「二度とない人生の会」という会の会員です。
わたし に ど じん せい かい かい かい いん

名前だけ聞くとどんな会だろうと思われるでしょうが、名前ほど大げさな会ではなく、年に一回、旅
な まえ き かい おも な まえ おお かい ねん いつ かい りよ

行と懇親会を交互に楽しみ、旧交を温めている会です。今年は旅行の年で、今週末に長崎県の五島
こう こん しん かい こう ご たの きゆうこう あたた かい こ と し り よ こ う とし こんしゆうまつ な が さ き け ん ご とう

旅行を楽しむことになっています。私が教頭時代の職員が、当時の校長先生を中心に作った会で、
り よ こ う たの わたし きようとう じ だい しよくいん とう じ こう ちよう せん せい ちゆう しん つく かい

会の名前はその校長先生が卒業式の式辞で引用された同じ名前の詩が由来です。
かい な まえ こうちようせん せい そつぎようしき しき じ いん よう おな な まえ し ゆ らい

二度とない人生だから まず一番身近な者たちに
に ど じ ん せ い い ち ば ん み ぢ か も の

できるだけのことをしよう 貧しいけれど
ま ず

心豊かに接していこう
こころゆ た せ つ

これはその詩の一節です。作者は熊本県出身の詩人、坂村真民です。真民は明治４２年生まれ
し いつ せつ さく しや くま もと けん しゆつ しん し じん さか むら しん みん しん みん めい じ ねん う

で、明治、大正、昭和、平成とほぼ一世紀の人生を生きて、平成１８年に愛媛県砥部町でこの世を去
めい じ たいしよう しよう わ へい せい いつ せい き じん せい い へい せい ねん え ひめ けん と べ ちよう よ さ

りました。砥部町には記念館も作られています。真民は多くの詩を執筆していますが、その詩は、弱
と べ ちよう き ねん かん つく しん みん おお し しつ ぴつ し じやく

者に寄り添い、癒しと勇気を与えるものが多く、「人はどう生きるべきか」を問いかけるような作品もあ
しや よ そ いや ゆう き あた おお ひと い と さく ひん

ります。私は、当時の校長先生の式辞をきっかけにその詩の世界を知ることができました。
わたし とう じ こうちようせん せい しき じ し せ かい し

真民は「二度とない人生をあなたはどう生きますか？」と問われ、次のように答えたそうです。
しん みん に ど じん せい い と つぎ こた

よく分からないが、ただ一つ言えることがある。それは、他の人のために何かをすることだ。
わ ひと い た ひと なに

このような真民の思いを、巣立ちゆく子どもたちに伝えようとされた校長先生のお気持ちと、日頃の
しん みん おも す だ こ つた こうちようせん せい き も ひ ごろ

校長先生の姿に、心から共感した職員が集まった会が「二度とない人生の会」なのです。
こうちようせん せい すがた こころ きようかん しよくいん あつ かい に ど じん せい かい

真民は、次のような詩も残しています。
しん みん つぎ し のこ

大切なのは かつてでもなく これからでもない
た い せ つ

一呼吸 一呼吸の 今である
ひ と こ きゆう ひ と こ きゆう い ま

「今」という題名で、真民のたくさんある詩の中で、私が特に気に入っている詩です。とても短い文
いま だい めい しん みん し なか わたし とく き い し みじか ぶん

章の中に、強い説得力のあるメッセージが込められています。最近あるところで目にし、心に残った
しよう なか つよ せつ とく りよく こ さい きん め こころ のこ

「明日の自分は 今日の自分が創る」という言葉ともつながる、芯のある作品です。
あ す じ ぶん き よ う じ ぶん つく こと ば しん さく ひん

人生は出会いの繰り返しだと感じます。私の目指すべき姿と真民の世界をお示していただいた、当
じん せい で あ く かえ かん わたし め ざ すがた しん みん せ かい しめ とう

時の校長先生との出会いには心から感謝をするばかりです。
じ こうちようせん せい で あ こころ かん しや


