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父
・
真
民
が
ま
っ
た
く
無
名
だ
っ
た
時
代
の
自
費

出
版
本
は
14
冊
に
及
び
ま
し
た
。詩
集
12
冊
と
短
歌

集
１
冊
、そ
し
て
今
回
紹
介
す
る
随
筆
集『
あ
か
ね

の
雲
流
る
る
と
き
』で
す
。そ
の
あ
と
が
き
に
こ
う
記

し
て
い
ま
す
。

  

「
こ
れ
ら
二
十
一
篇
の
作
品
に
よ
っ
て
、私
と
い
う

人
間
の
志
向
す
る
も
の
や
、包
蔵
す
る
も
の
を
い
く

ら
か
で
も
知
っ
て
貰
い
た
い
」…
と
。

　

そ
し
て
、こ
の
随
筆
集
の
最
初
に
登
場
す
る
の
が
、

『
天
眼
鏡
』の
一
文
な
の
で
す
。左
記
の
写
真
は
、そ

の
随
筆
本
と
、父
が
愛
用
し
て
い
た
天
眼
鏡
で
す
。

天
眼
鏡
と
い
う
よ
り
は
大
き
な
虫
眼
鏡
の
ほ
う
が

正
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

昻
た
か
し

少
年（
真
民
の
戸
籍
名
）の
小
学
校
入
学
時
の

家
族
写
真
を
前
号
で
紹
介
し
ま
し
た
が
、少
し
説
明

を
加
え
ま
す
。

　

父（
子た
ね

司じ

）と
母（
夕た

子ね

）の
新
婚
生
活
は
、天
草

で
始
ま
り
ま
し
た
。物
覚
え
の
い
い
方
は
、真
民
に

と
っ
て
父
親
の
形
見
で
あ
る
天
草
焼
き
の
徳
利
が
、

こ
こ
で
繫
が
っ
て
く
る
は
ず
…
。こ
の
地
で
長
女
が

誕
生
し
、そ
の
後
長
男
・
昻
は
玉
名
郡
府
本
村（
現
・

荒
尾
市
）で
誕
生
。下
の
妹
弟
達
は
同
じ
玉
名
郡
玉

名
村
で
す
が
、そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
番
地
で
生
ま
れ
て

い
ま
す
。つ
ま
り
、引
越
を
繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
や
っ
と
一
軒
家
に
住
む
事
に
な
っ
た
の
が
、家

族
写
真
撮
影
時
の
大
正
４
年
で
、昻
少
年
は
父
親
が

校
長
を
し
て
い
る
小
学
校
へ
入
学
し
ま
し
た
。『
天
眼

鏡
』で
は
そ
こ
で
の
出
来
事
を
綴
っ
て
い
ま
す
。

　

紹
介
し
て
い
る
の
は
随
筆
の
始
ま
り
と
終
わ
り

の
部
分
、こ
れ
で
は
観
相
家
が
な
ん
と
言
っ
た
の
か

解
ら
な
い
で
は
な
い
か
…
と
叱
ら
れ
ま
す
ね
。さ
て
、

観
相
家
が
言
っ
た
言
葉
を
お
父
さ
ん
は
お
母
さ
ん
に

話
し
、昻
は
帰
宅
後
、お
母
さ
ん
の
口
か
ら
聴
き
ま

し
た
。〝
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
、簡
単
至
極
、何
も
天

眼
鏡
か
ら
ぎ
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
く
眺
め
な
く
て
も
、何

で
も
な
い
よ
う
な
、あ
り
ふ
れ
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
〟

と
あ
り
ま
す
。し
か
し
、こ
の
平
凡
な
普
通
の
言
葉

が
重
大
な
暗
示
と
な
っ
て
そ
の
後
の
昻
の
人
生
に
大

き
な
波
動
の
よ
う
に
深
い
影
響
を
与
え
続
け
た
の

で
す
。

　
『
あ
か
ね
の
雲
流
る
る
と
き
』出
版
の
20
年
後
、随

筆
集『
生
き
て
ゆ
く
力
が
な
く
な
る
時
』（
現
・
め
ぐ

り
あ
い
の
ふ
し
ぎ
）で
こ
の
と
き
の
こ
と
に
ふ
れ
て
い

ま
す
。―
―
こ
の
観
相
家
が
父
に
言
っ
た
と
い
う
の

文
／
西
澤
真
美
子

は
、す
ぐ
れ
た
才
能
は
な
い
が
、怠
ら
ず
努
め
た
ら
、

何
か
を
な
す
で
あ
ろ
う
、と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ

る
―
―
。

　

昻
少
年
に
は
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
に
思
え
た
そ
の
言

葉
は
、後
年
仏
教
の
世
界
に
入
り
、お
釈
迦
さ
ま
の

最
後
の
お
言
葉
を
知
っ
た
時
、あ
の
観
相
家
が
言
っ

た
言
葉
と
同
じ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
解
り
驚
く
の

で
す
。

　

最
後
に
、そ
の
お
釈
迦
さ
ま
の
お
言
葉
を
書
い
て

み
ま
す
。

　

八
十
に
ち
か
い
老
い
た
観
相
家
は
、そ
の
天
眼
鏡

で
、七
つ
の
子
供
の
目
の
中
に
強
い
意
志
の
光
を
見

抜
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

天
眼
鏡
で
見
抜
い
た〝
強
い
意
志
〟

　
す
べ
て
の
も
の
は
　
う
つ
ろ
い
ゆ
く

　
お
こ
た
ら
ず
　
　 

つ
と
め
よ
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観相家  ： 手相・人相などを見て、性質や運命などを判断する人

天平の玻璃のように ： 正倉院に納められている古代ガラスの器
に喩て、遠く昔の薄く霞がかった美しい思い出を指している。

　
天
眼
鏡

　
わ
た
し
は
自
分
か
ら
進
ん
で
観
相
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
な
い
。
臆
病
な
の
か
、見
も
知
ら
ぬ
人

間
か
ら
自
分
を
左
右
さ
れ
た
り
す
る
の
が
嫌い

や

な
の
か
、こ
う
い
う
人
達
が
や
っ
て
き
て
も
近
づ
か
な

い
よ
う
に
し
て
い
る
。

　
た
ゞ
、わ
た
し
は
一
回
こ
ん
な
こ
と
を
体
験
し
て
い
る
。そ
れ
は
わ
た
し
が
小
学
一
年
生
の
こ
ろ

で
あ
っ
た
。そ
の
こ
ろ
父
は
校
長
を
し
て
い
た
が
、小
使
さ
ん
が
わ
た
し
を
呼
び
に
き
た
。
行
っ
て
み

る
と
、校
長
室
に
は
父
と
も
う
一
人
の
老
人
と
が
い
る
。
今
ま
で
会
っ
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
、お
と

ぎ
話
の
本
の
中
に
よ
く
現
れ
て
く
る
よ
う
な
老
人
で
あ
る
。

　
父
は
椅
子
に
腰
を
か
け
る
よ
う
に
言
っ
た
。校
長
室
に
は
明
る
い
日
射
し
が
一
ぱ
い
入
っ
て
い
た
。

　
老
人
は
観
相
家
で
あ
っ
た
の
だ
。

（
随
筆
集『
あ
か
ね
の
雲
流
る
る
と
き
』よ
り
）

随筆集『あかねの雲流るるとき』
昭和36年1月10日発行

真民が愛用していた天眼鏡

〈
中
略
〉

　
思
え
ば
一
度
ぎ
り
わ
た
し
の
前
に
現
わ
れ
て
、一
度
ぎ
り
わ
た
し
の
相
を
見
て
、わ
た
し
に
一

本
の
真ま

釘く
ぎ

を
打
ち
込
ん
で
い
っ
た
こ
の
観
相
家
よ
。わ
た
し
は
其
の
後
何
十
人
も
の
教
師
か
ら

い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
教
わ
り
、い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
学
ん
で
き
た
が
、そ
れ
ら
は
み
な
わ
た
し
の
皮

膚
を
た
ゞ
な
す
っ
た
だ
け
で
、い
つ
の
間
に
か
長
い
年
月
の
間
に
す
っ
か
り
洗
い
落
さ
れ
て
し
ま
っ
た

が
、日
の
光
の
み
な
ぎ
り
わ
た
っ
て
い
た
父
の
い
る
校
長
室
で
、大
き
な
天
眼
鏡
を
通
し
て
わ
た
し

の
体
の
な
か
に
消
え
な
い
真し

ん
ご
ん言

を
彫
り
つ
け
て
い
っ
た
老
人
よ
。
今
は
天
眼
鏡
な
ど
信
ぜ
ぬ
わ
た

し
だ
が
、こ
の
幼
な
い
日
の
思
い
出
は
天て

ん
ぴ
ょ
う平の
玻は

り璃
の
よ
う
に
美
し
い
の
で
あ
る
。
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菅原雅子さんは熊本でひまわり幼稚園を経営する。先の見通せないコロナ禍のもと、
菅原さんを支えるのは真民さんの言葉の数々。真民作詞、中田喜直作曲の園歌は、
毎朝、子ども達により高らかに歌われている。

「真民先生の園歌はひまわりの宝です」
菅
す が わ ら

原 雅
ま さ

子
こ

さん（76歳） 

◆
真
民
詩
に
励
ま
さ
れ
る
日
々

　

私
の
園
は
、無
認
可
の
幼
児
学
園
と
し

て
昭
和
53
年
４
月
に
８
名
の
園
児
で
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。４
年
後
に
は
１
５
０
名
と

な
り
、学
校
法
人
の
認
可
を
と
り
ま
し
た
。

「
豊
か
な
心
・
す
ぐ
れ
た
知
能
・
た
く
ま
し

い
体
」を
教
育
の
柱
に
、全
職
員
が
子
ど
も

達
に
深
い
愛
情
を
注
い
で
仕
事
を
し
て
き
ま

し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
私
達
の
心
身
を

蝕
み
ジ
ワ
ジ
ワ
と
身
近
に
迫
っ
て
来
て
い
ま

す
が
、園
の
子
ど
も
達
は
元
気
一
杯
。私
自

身
、「
真
民
詩
」か
ら
の
真
民
先
生
の
お
言
葉

を
一
番
の
栄
養
源
と
し
て
、励
ま
さ
れ
、力

を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

◆
め
ぐ
り
あ
い
の
ふ
し
ぎ

　

今
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
23
年
。小
代
焼

「
ふ
も
と
窯
」の
窯
元
を
訪
れ
た
園
児
が
、

退
屈
ま
ぎ
れ
に「
二
度
と
な
い
人
生
だ
か
ら
」

の
詩
を
口
ず
さ
み
ま
し
た
。驚
い
た
窯
主
の

井
上
泰
秋
先
生
は
、「
な
ぜ
そ
の
詩
を
知
っ
て

い
る
の
？
」「
ひ
ま
わ
り
幼
稚
園
で
習
っ
て
い

る
よ
」。井
上
先
生
は
早
速
園
に
電
話
を
か

け
て
こ
ら
れ
、「
真
民
先
生
の
詩
を
教
え
て
い

る
の
か
？
」「
は
い
、情
操
教
育
の
一
環
で
唱

和
し
て
い
ま
す
」と
お
答
え
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、真
民
先
生
は
荒
尾
市
府
本
の

お
生
ま
れ
と
知
り
、詩
の
ご
縁
で
朴
の
会

の
方
々
と
の
輪
が
広
が
り
、荒
尾
市
ま
で
足

を
運
ば
れ
た
真
民
先
生
と
お
会
い
す
る
機

会
を
得
ま
し
た
。そ
の
時
、年
長
児
全
員
で

「
二
度
と
な
い
人
生
だ
か
ら
」を
唱
和
し
た

と
こ
ろ
、先
生
は
大
喜
び
で
園
児
一
人
ひ
と

り
と
握
手
。そ
の
手
の
温
も
り
は
、30
歳
に

な
っ
た
今
で
も
卒
園
児
の
心
の
奥
深
く
に

残
り
、「
二
度
と
な
い
人
生
だ
か
ら
」の
詩
を

思
い
出
し
て
は
、心
豊
か
に
毎
日
を
送
っ
て
い

る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く

　

園
創
設
当
初
、近
隣
の
校
歌
を
数
多
く

作
詞
さ
れ
た
方
が
園
歌
を
作
詞
し
て
下
さ
っ

た
の
で
す
が
、園
の
方
針
や
教
育
内
容
に
そ

ぐ
わ
な
か
っ
た
た
め
、そ
の
ま
ま
机
の
引
き

出
し
に
…
。そ
の
方
が
亡
く
な
ら
れ
て
間
も

な
く
、園
の
20
周
年
記
念
と
し
て
、真
民
先

生
に「
ひ
ま
わ
り
幼
稚
園
歌
」の
作
詞
を
お

手
紙
で
お
願
い
し
た
の
で
す
。

  

「
園
歌
在
中
」と
書
か
れ
た
封
書
が
し
ば

ら
く
し
て
届
い
た
時
は
、跳
び
あ
が
っ
て
喜

び
ま
し
た
。真
民
先
生
の
言
葉
の
重
み
に
匹

敵
す
る
作
曲
を
と
、中
田
喜
直
先
生
と
懇

意
に
さ
れ
て
い
る
園
長
先
生
を
通
し
て
お

願
い
し
た
と
こ
ろ
、ご
快
諾
い
た
だ
き
ま
し

た
。そ
の
園
長
先
生
は
２
度
ほ
ど
真
民
先
生

に
講
演
依
頼
を
し
た
の
で
す
が
、断
ら
れ
た

経
験
か
ら
、「
真
民
先
生
が
よ
く
作
詞
し
て

下
さ
っ
た
」と
驚
か
れ
ま
し
た
。「
め
ぐ
り
合

い
の
ふ
し
ぎ
」と「
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
」の

一
途
の
思
い
が
合
致
し
た
瞬
間
で
し
た
。

　

著
名
な
お
二
人
の
園
歌
は
ひ
ま
わ
り
の

宝
で
す
。毎
朝
、全
園
児
が
お
二
人
に
届
く

よ
う
大
き
な
声
で
歌
っ
て
い
ま
す
。き
っ
と

微
笑
ん
で
聴
い
て
下
さ
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

在
り
し
日
の
お
二
人
を
偲
び
、一
期
一
会
の

ご
縁
に
感
謝
、感
謝
の
毎
日
で
す
。
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in
fo
rm
at
io
n 坂村真民記念館開館９周年記念特別展

「海野阿育と坂村真民の世界
  ～版画かれんだあに描かれた真民詩～」展
2021年2月20日（土）～6月13日（日）月曜日休館（祝日の場合は翌日）
入 場 料／一般600円（前売り券500円）、65歳以上・高・大学生500円（400円）、小・中学生400円（300円）

開催
期間

　開館９周年記念特別展は、これまでと少し雰囲気が
変わり、真民詩と版画家とのコラボです。
平成３年から、坂村真民の詩を「版画かれんだあ」に
描き、独自の絵の世界を表現してきた海野阿育さんの
「版画かれんだあ」の原画を一堂に集め、展示するこ
ととなりました。
　海野阿育さんと坂村真民との出会いは、昭和５９年
に鈴木出版から出された詩画集「自分の花を咲かせよ
う」の絵を担当されたことから始まり、その後も詩画集
の絵を描いてくださり、真民との交流が続きました。
　二人が実際に会ったのは、昭和５９年の夏に、鈴木
出版の編集者と共に、海野さんが砥部のタンポポ堂を
訪ねたのが、最初で最後の「二人の出会い」でした。

　今回の特別展では、「坂村真民の詩」をモチーフに
して、独特な版画を描き「心のうたかれんだあ」という
作品を作られてきた海野阿育さんの版画の中から１７
点の原画と、真民との最初のコラボ作品である「詩画
集３部作の原画」や、真民から送られた手紙とはがき
などを展示して、二人の交流の様子についても取り上
げています。
　日本画を学び、各地の寺院の天井画や襖絵を描か
れている海野阿育さんが、真民詩に触発されてその独
自の感性で描かれた「詩画」は、見るものを不思議な
世界に導いてくれます。
　どうぞ、版画に描かれた真民詩のメッセージをゆっく
りとご鑑賞ください。
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作品収蔵庫
を探検しよう!

真民詩の原稿や真民の愛用品、写真や音源
等。真民が昭和37年(53歳)から平成17年(96
歳)まで毎月発行した個人詩誌「詩国」や「鳩
寿」のバックナンバーが保管されています。

断熱性、気密性、耐火
性・防犯性に優れた専
用の収蔵庫で、扉は特
別に作られ、万が一の
災害時にも備えられて
います。

桐は防湿、防カビ、防虫、耐火
性に効果があり、真民の直筆
の色紙、短冊、手紙等が保管さ
れています。

貴重な真民詩の額装
や軸装をサイズ別に
分類しています。特別
大きなサイズの額装
は天井の高い入口に
保管しています。

真民が昭和26年（42歳）から平成17年（96歳）ま
で書き綴った796冊の貴重な思索ノートや、真民
の遺した愛読書等。

書

資料
保管棚

棚

2F
1F

収蔵庫
桐の収納棚

収蔵棚

ここが
入り口
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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



〈編集後記〉 
真民は、厳しい寒さのなかで凛と咲く香りのよい水仙、風雪
にたえ趣深く花をつける紅梅の古木が大好きでした。散っ
た一輪の紅梅をそっと口に含む父の姿…。“密”にならないよ
う、自然の中に身を置き、冬の美しさを体で感じてみませんか。

（真美子）

タンポポだより vol.36 春号
令和3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


