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ナ
ポ
レ
オ
ン
先
生
と
の
出
会
い

　
師
（
75
歳
）

い
ろ
ん
な
教
師
か
ら

い
ろ
ん
な
こ
と
を
教
わ
っ
た
が

師
と
い
え
る
人
は
た
だ
一
人
で
あ
る

わ
た
し
は
こ
の
師
に
め
ぐ
り
会
っ
て

方
向
が
き
ま
り

人
生
が
き
ま
っ
た

わ
た
し
は
こ
の
師
が
学
ん
だ

学
校
に
入
り

こ
の
師
が
専
攻
し
た

学
科
を
修
し

師
と
同
じ
道
を
歩
ん
だ

わ
た
し
た
ち
は
師
を

ナ
ポ
レ
オ
ン
と
言
っ
た

小
柄
だ
っ
た
が

若
者
た
ち
の
心
服
さ
せ
る

威
厳
が
あ
っ
た

　

こ
の
詩
に
登
場
す
る
先
生
に
出
会
う
ま
で
昻た
か
し（

真

民
の
戸
籍
名
）少
年
に
は
、心
を
許
せ
る
先
生
は
な

く
、い
つ
も
孤
独
で
し
た
。め
ぐ
り
会
い
は
、旧
制
中

学
校
最
終
学
年
の
頃
で
す
。紹
介
の
詩
は
、真
民
75

歳
の
折
、往
時
を
思
い
師
の
長
寿
を
言
祝
ぐ
気
持
ち

で
詠
ま
れ
た
も
の
で
す
。写
真
は
真
民
の「
思
索
ノ
ー

ト
」を
開
い
た
も
の
で
、そ
の
頁
に
綴
ら
れ
た
詩
を
推

敲
し
て
発
表
し
た
の
が
、今
回
紹
介
す
る
詩
と
い
う

事
に
な
り
ま
す
。

　

昻
は
旧
制
中
学
校
卒
業
に
あ
た
り
、貧
し
い
家
庭

で
も
上
の
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
師
範
学

校（
授
業
料
無
料
、卒
業
後
先
生
に
な
る
）へ
の
道
を
志
し

ま
し
た
。師
範
学
校
を
出
て
先
生
と
な
り
、全
村
教

育
を
目
指
し
な
が
ら
も
若
く
し
て
逝
っ
た
父
の
後
を

継
ぎ
た
い
と
願
っ
た
か
ら
で
す
。当
時
の
入
学
試
験

は
、一
日
毎
に
成
績
の
合
否
を
発
表
し
て
ゆ
く
と
い

う
も
の
で
、最
終
日
の
音
楽
の
試
験
で
夢
破
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。厳
し
い
生
活
の
中
に
あ
っ
て
も
子
供
達

の
教
育
を
望
ん
だ
母
・
夕た

ね子
で
し
た
が
、万
事
休
す
。

そ
こ
に
登
場
す
る
の
が
、こ
の〝
師
〞で
す
。

　

ナ
ポ
レ
オ
ン
と
い
う
渾
名
を
持
つ
先
生
は
、伊
勢
に

あ
る
神
宮
皇
學
館
の
出
身
で
し
た
。さ
て
神
宮
皇
學

館
の
説
明
が
必
要
に
な
り
ま
す
ね
。こ
の
学
校
は
国

の
政
策
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
神
官
養
成
学
校
で
、

生
徒
の
多
く
は
神
社
の
子
弟
で
し
た
。他
に
も
、貧

し
い
家
庭
で
卒
業
後
は
先
生
に
な
る
と
い
う
生
徒
達

も
混
じ
っ
て
い
て
、な
か
に
は
妻
子
持
ち
ま
で
い
た
と

か
。内
務
省
立
な
の
で
授
業
料
が
他
に
比
べ
て
一
番

安
か
っ
た
こ
と
が
、夕
子
・
昻
の
親
子
が
選
ん
だ
理
由

で
し
た
。

詩記６１４（昭和５９年４月１４日）
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ひ
と
り
（
69
歳
）

花
の
下
で

ひ
と
り
花
を
見
る

ひ
と
り
の
楽
し
さ

ひ
と
り
の
嬉
し
さ

花
わ
れ
を
呼
び

わ
れ
花
を
呼
ぶ

雲
来
り
雲
去
り

桜
燦
燦

　坂村真民の生き方を考えるとき、キーワードとなる
言葉が、「ひとり」、「独り」、「孤独」という言葉です。
　真民詩は、自己と徹底的に向き合い、自己の内の
未熟さを反省し、そこから明日に向かってどう生きる
かを摸索する中から生まれて来ます。
　真民が「孤独」になるのは、自分の世界の中で自分
を磨くためであり、ひとりの世界、独りの時間の中で自
己を見つめ、反省することによって「詩」が生まれ、今
日より明日をもっと良い生き方をしようと思う気持ち
が生まれてくるのです。
　そういう意味で、真民にとっては「ひとり」は自分の
世界を最大限楽しむことが出来る「自由な時間と空
間」なのですね。

表紙の詩

文
／
西
澤
真
美
子

　

こ
う
し
て
師
が
学
ん
だ
神
宮
皇
學
館
、師
が
専
攻

し
た
本
科
国
語
漢
文
科
へ
入
学
し
ま
し
た
。学
校
の

授
業
に
は
興
味
を
持
て
な
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、万

葉
集
に
深
く
心
惹
か
れ
て
ゆ
き
ま
す
。山
部
赤
人
か

ら
入
り
、柿
本
人
麻
呂
に
傾
倒
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。

や
が
て
島
木
赤
彦
か
ら
現
代
短
歌
へ
と
進
み
、一
生

を
歌
に
生
き
よ
う
と
決
め
る
の
で
す
。そ
し
て
、岡

野
直
七
郎
の
主
宰
す
る
短
歌
結
社「
蒼
穹
」に
入
社

し
、青
春
の
生
命
を
燃
焼
さ
せ
て
行
き
ま
し
た
。

　

学
校
内
の
短
歌
誌
に
投
稿
す
る
際
に
、母
親
の
思

い
に
応
え
よ
う
と
使
っ
た
名
前
が『
真
民
』で
し
た
。

『
ま
た
み
』と
読
み
ま
す
。こ
れ
は
、昻
が
小
学
生
の

頃
、〝
父
親
の
よ
う
に
早
死
に
し
て
は
い
け
な
い
〞と

お
母
さ
ん
が
心
配
し
て
姓
名
判
断
の
方
に
付
け
て

貰
っ
た
名
前
と
の
事
。

　
「
短
歌
」が「
詩
」の
世
界
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
転
機
、

「
マ
タ
ミ
」が「
シ
ン
ミ
ン
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る

き
っ
か
け
は
、年
月
を
待
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

さ
て
試
験
に
つ
い
て
二
言
。師
範
学
校
受
験
で
音
楽

の
試
験
は「
君
が
代
」を
歌
う
こ
と
で
し
た
。「
キ
ミ
ガ

…
」ま
で
歌
っ
て
先
生
の「
も
う
よ
ろ
し
い
」で
終
了
、

も
ち
ろ
ん
不
合
格
で
し
た
。

　

神
宮
皇
學
館
は
、試
験
科
目
が
他
と
は
異
な
り
数

学
無
し
、数
学
が
苦
手
な
昻
に
は
あ
り
が
た
か
っ
た

そ
う
で
す
が
、特
に
勉
強
も
し
て
い
な
い
田
舎
者
に

は
容た

や
す易

く
入
学
出
来
る
処
で
は
な
く
、せ
め
て
歴
史

で
１
０
０
点
を
取
ろ
う
と
一
年
間
頑
張
っ
た
そ
う
で

す
。真
民
が
受
験
勉
強
し
た
と
は
、何
か
親
し
み
を

覚
え
ま
せ
ん
か
。　

　

師
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
先
生
の
話
は
続
き
が
あ
り
、伊
勢

時
代
の
日
々
と
共
に
次
号
で
紹
介
し
ま
す
。
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一遍上人ゆかりの地である長野県佐久市にお住まいの吉沢さんは、一枚のポスターが
きっかけで真民詩に出会う。そのポスターは48年経った今も大切に掲げられている。

真民詩との出会いは一枚のポスターから
吉沢英治 （70歳） 

　

私
が
初
め
て
坂
村
真
民
先
生
の
詩
に
出

会
っ
た
の
は
、昭
和
四
十
九
年
八
月
で
し

た
。長
野
県
佐
久
市
内
に
あ
る
正
安
寺
坐

禅
会
の
休
憩
時
間
、壁
に
貼
ら
れ
た
一
枚

の
ポ
ス
タ
ー
に
見
入
っ
て
い
た
時
で
す
。

　
「
君
は
こ
の
ポ
ス
タ
ー
気
に
入
っ
た
か

い
？
」後
ろ
を
通
ら
れ
た
ご
住
職
、塚
田
耕

雲
老
師
が
声
を
掛
け
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。

　
「
は
い
、観
音
様
の
お
顔
の
素
晴
ら
し
さ

と
、詩
が
い
い
で
す
」そ
う
お
応
え
す
る
と

「
こ
の
詩
は
四
国
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
坂

村
真
民
さ
ん
の
詩
だ
よ
。気
に
入
っ
た
ら
こ

の
ポ
ス
タ
ー
持
っ
て
い
き
な
さ
い
」

老
師
は
さ
っ
と
壁
か
ら
外
し
、く
る
く
る
と

巻
い
て
私
に
渡
し
て
下
さ
っ
た
。

　

鎌
倉
・
杉
本
寺
の
ご
本
尊
十
一
面
観
音

菩
薩
様
の
写
真
と
、右
上
に
真
民
先
生
の

詩
が
書
か
れ
て
い
た
。

　

耕
雲
老
師
に
頂
い
た
ポ
ス
タ
ー
は
、

四
十
八
年
経
っ
た
今
も
、部
屋
の
壁
に
掲

げ
て
あ
る
の
で
す
。

　

坐
禅
会
か
ら
二
ヶ
月
後
の
十
月
二
十
四

日
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
人
生
読
本
で
真
民
先

生
の「
詩
一
筋
に
生
き
て
」と
題
し
て
の
お

話
が
あ
り
、録
音
し
て
何
度
も
お
聞
き
し

ま
し
た
。

　

昭
和
五
十
三
年
一
月
二
十
八
日
、初
め

て
先
生
の
お
宅
を
訪
ね
ま
し
た
。先
生
と

の
忘
れ
ら
れ
な
い
邂
逅
で
し
た
。翌
年
五

月
、結
婚
記
念
に
詩
集
を
作
ろ
う
と
思

い
、先
生
に
お
手
紙
を
書
い
て
序
文
を
お
願

い
し
ま
し
た
。今
で
も
冷
や
汗
が
出
る
思

い
で
す
。

　

先
生
は
、柏
樹
社
の
原
稿
用
紙
に「
抒

情
の
豊
か
さ
と
美
し
さ
」と
題
し
て
、速
達

で
序
文
を
送
っ
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。震
え

て
開
封
し
、泣
い
て
先
生
の
お
心
を
噛
み
し

め
た
日
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。出
来
た
て

の
詩
集
を
持
っ
て
、真
民
先
生
を
お
訪
ね

す
る
こ
と
が
私
た
ち
夫
婦
の
新
婚
旅
行
で

し
た
。

　

私
に
は
八
歳
年
上
の
姉
が
い
ま
し
た
。長

い
間
、心
の
病
で
療
養
生
活
を
送
っ
て
い
た

の
で
す
が「
姉
さ
ん
の
力
に
な
っ
て
あ
げ
な

さ
い
」と
、先
生
は
お
便
り
で
私
を
励
ま
し

て
下
さ
り
、や
が
て
姉
は
退
院
し
、入
院
中

出
会
っ
た
人
と
結
婚
し
ま
し
た
。辛
い
姉
の

病
が
、先
生
と
の
ご
縁
を
深
め
て
く
れ
た

の
で
す
。

　

昭
和
六
十
年
十
月
十
日
、母
の
誕
生
日
に

「
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
」四
十
六
番
碑
を

庭
に
建
立
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。信
州
佐

久
は
一
遍
上
人
が
初
め
て
踊
り
念
仏
を
さ

れ
た
地
。先
生
は
、一
遍
上
人
と
の
ご
縁
を

と
て
も
喜
ん
で
下
さ
い
ま
し
た
。

真民詩との出会いのきっかけとなったポスター

死
の
う
と
思
う
日
は
な
い
が　

生
き
て
ゆ
く
力
が
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る

そ
ん
な
時
お
寺
を
訪
ね　

わ
た
し
は
ひ
と
り　

仏
陀
の
前
に
坐
っ
て
く
る　

力
わ
き
明
日
を
思
う
心
が　

出
て
く
る
ま
で
坐
っ
て
く
る
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３
月
11
日
開
館
日
の
持
つ
意
味

　

坂
村
真
民
記
念
館
は
、東
日
本
大
震
災

が
起
こ
っ
た
２
０
１
１
年
３
月
11
日
か
ら
、

丁
度
１
年
後
の
、２
０
１
２
年
３
月
11
日
に

オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

　

記
念
館
を
建
設
中
に
起
こ
っ
た
東
日
本

大
震
災
で
は
、多
く
の
人
が
亡
く
な
り
、多

く
の
人
が
家
族
や
家
を
失
い
、悲
し
い
経
験

を
し
ま
し
た
。

　

そ
の
東
北
の
被
災
地
の
人
々
の
中
に
も
、

真
民
詩
の
フ
ァ
ン
が
た
く
さ
ん
い
て
、そ
の
方

た
ち
か
ら
、真
民
詩
を
読
ん
で
、生
き
る
希

望
を
も
ら
っ
た
、前
に
向
か
っ
て
生
き
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
、と
い
う
手
紙
や
メ
ー

ル
を
た
く
さ
ん
も
ら
っ
た
の
で
す
。そ
れ
で
、

オ
ー
プ
ン
の
日
を
、丁
度
１
年
目
の
３
月
11

日
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
、開
館
日
の
持
つ
意
味
を
、私
は
忘

れ
る
こ
と
な
く
、そ
の
後
の
災
害
で
被
災
さ

れ
た
方
へ々
の
想
い
も
込
め
て
、悲
し
み
、苦

し
み
な
が
ら
、一
生
懸
命
前
に
向
か
っ
て
生

き
て
い
る
人
た
ち
へ
、少
し
で
も
お
力
に
な

真
民
記
念
館
10
年
を
迎
え
て
思
う
こ
と

れ
る
よ
う
に
、こ
の
記
念
館
を
運
営
し
て
い

く
こ
と
に
、心
が
け
て
い
ま
す
。

開
館
か
ら
こ
れ
ま
で
の
あ
ゆ
み

　

幸
い
、全
国
か
ら
多
く
の
方
が
来
て
く
だ

さ
り
、今
年
中
に
は
10
万
人
に
達
す
る
見

込
み
で
す
。

　

館
長
と
し
て
毎
日
来
館
さ
れ
る
方
々
と

お
話
を
し
て
、本
当
に
皆
さ
ん
が
色
ん
な
悩

み
や
悲
し
み
を
抱
え
て
生
き
て
お
ら
れ
る

こ
と
と
、そ
の
心
の
支
え
に
真
民
詩
が
な
っ

て
い
る
こ
と
を
実
感
し
な
が
ら
、少
し
で
も

そ
う
い
う
人
た
ち
の
声
を
聴
き
、「
共
に
生

き
る
」人
間
に
な
れ
る
よ
う
精
一
杯
頑
張

ら
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、こ

の
記
念
館
の
存
在
意
義
も
、そ
こ
に
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

〈
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
の
反
省
点
〉

１
．�ま
だ
ま
だ
日
本
中
に
、坂
村
真
民
記
念

館
が
出
来
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
こ
と
が

出
来
て
い
ま
せ
ん
。

２
．�真
民
詩
の
素
晴
ら
し
さ
を
、多
く
の
人

に
届
け
る
こ
と
が
出
来
て
い
ま
せ
ん
。

館
長
エ
ッ
セ
イ

３
．�開
館
以
来
、毎
年
の
来
館
者
数
が
減
り

続
け
て
い
ま
す
。

４
．�若
い
人
へ
の
ア
ピ
ー
ル
が
足
り
ず
、若
い

人
の
来
館
が
少
な
い
の
が
現
状
で
す
。

〈
反
省
点
へ
の
対
策
〉

１
．�様
々
な
媒
体
が
記
念
館
の
こ
と
を
採
り

上
げ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
が
、愚
直
に
こ
つ
こ
つ
と
マ
ス
コ
ミ
に
向

け
て
情
報
発
信
を
続
け
て
い
き
ま
す
。

２
．�記
念
館
と
い
う
発
信
基
地
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、そ
こ
か
ら
常
に
情
報
を
発
信
で

き
る
の
で
あ
り
、来
館
者
へ
の
丁
寧
な

対
応
に
よ
り
、一
人
で
も
真
民
フ
ァ
ン
を

増
や
す
努
力
を
続
け
ま
す
。

３
．�企
画
展
、特
別
展
の
展
示
内
容
を
新
鮮

な
も
の
に
し
て
、リ
ピ
ー
タ
ー
を
増
や
す

た
め
、真
民
詩
を
深
く
学
び
新
し
い
切

り
口
を
探
し
続
け
ま
す
。

４
．�ま
だ
少
数
で
は
あ
り
ま
す
が
、私
の
話

を
聞
い
て
真
民
詩
に
興
味
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
て
く
れ
る
若
い
小
・
中
・
高
生
が

い
る
の
で
、で
き
る
限
り
小
・
中
・
高
校

へ
出
向
き
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
、真
民
詩

の
魅
力
を
語
り
続
け
ま
す
。

〈
今
後
に
向
か
っ
て
考
え
る
こ
と
〉

　

そ
の
後
も
各
地
で
起
こ
っ
た
大
き
な
災

害
の
被
災
者
の
皆
さ
ん
の「
思
い
に
共
感
す

る
」心
を
大
切
に
し
、コ
ロ
ナ
禍
の
中
で「
辛

い
悲
し
い
気
持
ち
で
生
き
て
い
る
多
く
の

人
々
」へ「
生
き
る
希
望
」と「
一
緒
に
歩
む

友
が
い
る
」こ
と
を
記
念
館
の
存
在
と
と
も

に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

館
長　

西
澤
孝
一
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●イベント概要
　◆真民詩を歌う・合唱コンサート
　　（１）GENTLE  GESANG(西予市・男声)
　　（２）重信コーラス（東温市・女声）
　　（３）伊予銀行合唱団（松山・混声）

　◆真民さんへのメッセージ募集優秀賞表彰式
　　表彰式  メッセージ発表（2人）
　　 中学生５名、高校生５名を優秀者として表彰
　◆夏井いつきさん講演会
　　「俳句の力　ことばの力」

「開館10周年記念イベント」のお知らせ
●日時  令和4年 3月12日（土） 開演：午前１０時（開場：午前９時３０分）
●場所  砥部町文化会館ふれあいホール

坂村真民記念館開館10周年記念特別展

今回の特別展の見どころをご紹介します

「砥部の砥石で己れを磨け
  ～97年の生涯を生き切った坂村真民の生き方～」展

2022年3月5日（土）～8月28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

私の好きな真民詩BEST15 坂村真民の詩人としての
充実期の作品が展示されています

人間としての真民の実像を
写真と解説パネルで紹介

コロナ禍における
人間の生き方を考える

1 2

3 4

見どころ 見どころ

見どころ 見どころ

　今回の１０周年記念特別展では、これまでの展示の
集大成として、坂村真民の生き方と、そこから生まれた

「真民詩」の魅力のすべてを、皆さんに見てもらう構成
にしています。そのため、第１展示室では、これまでの１０
年間に来館された方々のアンケートを集計して、「私の
好きな真民詩ベスト１５」を選出し、その詩を展示してい
ます。
　どうしてもその時の企画展の展示作品は限られてし
まいますので、「私の好きなこの詩」が見たいと言われ
ても、その詩がその時の展示作品にない場合は、あきら
めてもらうしかなかったのですが、今回「BEST１５作品」
を一堂に集めて展示することにより、多くの方の「好きな
詩」が見られることになります。

　学校の教員と詩人としての「２足の草鞋」を履くこと
を止め、詩を書くことだけに専念して生きることが出来る
ようになった真民が、「本物の詩人として書いた詩」とそ
れを「独特の真民流の書体で書いた詩墨作品」を展示
しています。
　58歳から砥部に住み、97歳まで休むことなく人間と
しての生き方を磨き続けた坂村真民の生き方と、自分
を戒め励ましながら書き続けた真民詩の代表的な作品
が展示されています。

　終の棲家を得た真民と、砥部の生活の中で初めての
「生涯の友」と言える人たちとの「交流の様子」や「妻と
二人だけの生活の様子」などを写した写真や、砥部に来
てから始まった重信川の河原での「暁天の祈り」の写真
を展示しています。開花亭で始まった「朴庵例会の様子」
や砥部町内の「真民詩碑」も紹介しています。
　さらに、晩年の約４０年間を過ごした砥部時代の年表、
その時代の真民の生き方の解説等をパネルで展示して
います。

　このコロナ禍において、人々の生活は大きく変化し、人
間としての生き方にも大きな影響を与えています。
　そういう時代だからこそ、どのような時代においても変
わらぬ「人間としての生き方」を求め続けた坂村真民の生
き方と、そこから生まれた「真民詩」は、私たちに「生きる道
しるべ」を示してくれていると思います。
　坂村真民の「９７年の想いが込められた真民詩」を
ゆっくりと鑑賞していただき、それぞれの方のこれからの
人生における「生きるヒント」が、見つけられると思います。
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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〉
　私が子供の頃、宇宙旅行は夢物語でした。今、それが現
実のものに。宇宙から地球を眺めた方は、「地球は美しいひ
とつの星だ」と感激されます。紛争が絶えないこの地球、そ
の多くは国境問題です。真民の最晩年の言葉は、「国境の
ない鳥になる」でした。（真美子）

タンポポだより vol.40 春号
令和4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


