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館長エッセイ
【第十三回】 企画展「坂村真民と家族の絆」に寄せて

妻と子を思う家族の詩の中にこそ
真民の生き方の真髄がある

一家団欒の微笑ましい情景が目に浮かぶ

「飯台」

真民詩とわたし

前
ぜ ん し ょ う

生に結ばれた縁に導かれて

真民詩を読み解く ⑫

木山マキ子さん

友の会会員の皆さまと記念館を結ぶ会報誌

こ
と
し
も
浜
木
綿
の
花
に

浜
木
綿
よ

お
前
と
わ
た
し
と
の

年
に
一
度
の

一
期
一
会
の

会
い
の
愛か

な

し
さ

近
よ
り
難
い

お
前
の
清
さ
に

は
げ
し
い
吐
息
を

今
日
も
お
く
る

朝
の
光
に

夕
の
光
に

　
　
　
　
　
　
　 

（
真
民
48
歳
）
　

記念館からのお知らせ
平成27年度坂村真民記念館
ボランティアガイド養成講座・募集要項

「坂村真民と家族の絆」に寄せて
清らかな家族の風景を再現

企画展
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妻
と
子
を
思
う
家
族
の
詩
の
中
に
こ
そ

真
民
の
生
き
方
の
真
髄
が
あ
る

【
第
十
三
回
】 

企
画
展
「
坂
村
真
民
と
家
族
の
絆
」に
寄
せ
て

　

坂
村
真
民
記
念
館
で
は
、６
月
６
日

（
土
）よ
り
10
月
18
日（
日
）ま
で
の
会
期

で
、企
画
展「
坂
村
真
民
と
家
族
の
絆
」を

開
催
し
て
お
り
ま
す
。

　

坂
村
真
民
の
詩
の
中
で
も
、「
純
粋
な
家

族
の
愛
」と「
純
粋
な
人
間
と
し
て
の
生
き

方
」を
詠
っ
た
初
期
の
詩
を
中
心
に
採
り

あ
げ
、展
示・解
説
し
ま
す
。

　

真
民
詩
に
出
て
く
る
坂
村
家
の
家
族
、

妻
と
三
人
の
娘
た
ち
は
、本
当
に
貧
し
さ

を
貧
し
さ
と
感
ず
る
こ
と
な
く
、厳
し
い
生

活
の
中
で
も
精
一
杯
、楽
し
く
幸
せ
に
毎

日
を
生
き
て
い
ま
す
。ま
た
、「
子
供
が
一

瞬
見
せ
る
、純
粋
な
姿
、何
気
な
い
言
葉
」

を
、詩
人
と
し
て
の
感
性
で
受
け
止
め
、そ

れ
を
詩
に
書
き
と
め
た
も
の
。さ
ら
に
は
、

「
一
生
懸
命
生
き
よ
う
と
す
る
子
供
た
ち

へ
の
優
し
い
父
親
の
眼
」で
見
た「
わ
が
子

の
生
き
る
姿
」へ
の
エ
ー
ル
。こ
う
し
た「
家

族
の
光
景
」が
いっ
ぱ
い
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

の
が
真
民
詩
で
す
。

　

さ
ら
に
、今
回
の
企
画
展
で
は
、真
民
詩

に
よ
く
出
て
く
る「
三
人
の
子
」は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、こ
の
三
人
の
子
が
素
直
で
、純

粋
な
気
持
ち
を
持
ち
続
け
、優
し
い
美
し

い
娘
へ
と
成
長
す
る
た
め
に
な
く
て
は
な
ら

な
い「
母
親
」の
存
在
に
力
点
を
置
い
て
展

示・解
説
を
し
ま
す
。

　

坂
村
真
民
が「
真
民
ら
し
く
」生
き
、

「
真
民
流
の
生
き
方
」を
貫
く
こ
と
が
で

き
た
の
も
、三
人
の
子
が
素
直
で
、明
る
く

優
し
い
娘
に
育
つ
こ
と
が
で
き
た
の
も
、こ
の

「
妻
・
母
」が
い
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
と
言

え
る
か
ら
で
す
。

　

私
は
、真
民
の
晩
年
約
10
年
間
を
家
族

の
一
員
と
し
て
過
ご
し
て
み
て
、三
人
の
娘

が
父
親
、母
親
に
寄
せ
る
想
い
を
つ
ぶ
さ
に

見
て
き
て
、「
こ
の
三
人
の
娘
た
ち
は
、ど
ん

な
に
愛
情
深
く
育
て
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
」と

思
う
こ
と
が
た
び
た
び
あ
り
ま
し
た
。特

に
、母
親
に
対
す
る「
敬
慕
の
想
い
」が
強
い

こ
と
に
は
本
当
に
感
動
し
ま
し
た
。

　

坂
村
真
民
は
、詩
の
中
で
は
あ
ま
り
妻

の
事
を
書
い
て
い
ま
せ
ん
が
、真
民
の「
思

索
ノ
ー
ト
」で
あ
る「
詩
記
」の
な
か
で
は
、

「
自
分
が
今
あ
る
こ
と
も
、子
供
た
ち
が

素
直
で
育
っ
て
く
れ
た
の
も
、お
前
の
お
か

げ
だ
」と
い
う
妻
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
いっ

ぱ
い
書
い
て
い
る
の
で
す
。

　

坂
村
真
民
の
詩
に
は
、「
本
当
の
家
族
の

幸
せ
」と
は
何
か
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る

詩
、「
懐
か
し
い
家
族
の
姿
」を
思
い
出
さ
せ

て
く
れ
る
詩
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。東
日

本
大
震
災
を
契
機
に
、家
族
の
絆
、家
族
の

温
か
さ
を
、今
一
度
見
つ
め
直
す
人
が
多

く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、真
民
詩
を
読
む

と
、や
っ
ぱ
り
家
族
は
い
い
な
と
素
直
に
思

え
、家
族
の
絆
を
も
う
一
度
確
か
め
さ
せ

て
く
れ
る
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　

坂
村
真
民
を
代
表
す
る
詩
と
し
て
は
、

仏
教
に
深
く
根
ざ
し
、自
分
自
身
を
厳
し

く
律
し
て
、「
人
間
と
し
て
い
か
に
生
き
る

か
」を
詠
っ
た
詩
が
数
多
く
挙
げ
ら
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、私
は
、あ
え
て
言
え
ば
、

家
族
を
詠
っ
た
詩
こ
そ
が
、人
間
と
し
て
の

優
し
さ
と
、純
粋
に
妻
や
子
を
想
う
気
持

ち
を
表
現
し
た
詩
と
し
て
、「
純
粋
に
生
き

る
こ
と
を
求
め
続
け
た
」坂
村
真
民
の
生

き
方
の
真
髄
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　

ど
う
ぞ
、皆
さ
ん
も「
坂
村
真
民
と
家
族

の
絆
」展
に
お
出
か
け
く
だ
さ
り
、そ
れ
ぞ

れ
の
家
族
の
絆
を
も
う
一
度
確
か
め
る
き

っ
か
け
を
掴
ん
で
く
だ
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。 昭和30年（真民46歳､久代38歳､梨恵子11歳､佐代子９歳､真美子6歳）
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◆
小
さ
な
書
店
で『
詩
国
』と
出
合
う

　

４
人
姉
妹
の
長
女
に
生
ま
れ
た
私
は
、

父
が
住
職
を
し
て
い
た
弘
照
院
を
継
ぐ
定

め
で
し
た
が
、運
命
に
抗
う
よ
う
に
、高
野

山
大
学
を
中
退
し
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、私

が
28
歳
の
年
、幼
い
２
人
の
子
を
残
し
て
夫

が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

町
の
小
さ
な
書
店
で
、ひ
ど
く
す
さ
ん

だ
気
持
ち
だ
っ
た
私
の
目
に
留
ま
っ
た
の
が

『
詩
国
』で
し
た
。以
前
手
に
し
た
小
冊
子

に
掲
載
の「
二
度
と
な
い
人
生
だ
か
ら
」で

お
名
前
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、そ
の
本
が

パッ
と
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
ん
で
す
。『
詩

国
』を
手
に
入
れ
た
私
は
、30
代
の
10
年

間
、む
さ
ぼ
る
よ
う
に
読
み
ま
し
た
。そ
し

て
、い
つ
か
自
分
の
手
で
碑
を
建
て
た
い
と
、

密
か
な
願
い
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

◆
子
安
観
音
に
託
し
た
母
の
願
い

　

昭
和
59
年
、40
歳
で
龍
泉
堂
の
堂
守
を

す
る
よ
う
に
な
っ
た
私
は
、「
小
さ
い
お
み

堂
を
作
り
た
い
」で
始
ま
る
真
民
詩「
ゆ

め
」に
出
て
く
る
よ
う
な
お
堂
に
し
た
い
と

希ね
が

い
、昭
和
61
年
春
に
先
生
に
お
便
り
を

し
ま
し
た
。す
る
と
、ほ
ど
な
く
分
厚
い
お

返
事
を
い
た
だ
い
た
ん
で
す
。

　

お
手
紙
に
は
、私
が
生
ま
れ
る
前
の
驚

く
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。子
安

観
音
で
知
ら
れ
る
弘
照
院
に
昭
和
14
年
、

先
生
の
お
母
様
が
お
参
り
さ
れ
、先
生
ご

夫
妻
に
子
ど
も
を
授
か
る
よ
う
に
祈
願
さ

れ
た
と
い
う
の
で
す
。添
え
ら
れ
て
い
た
お

母
様
の
奉
納
帳
に
は
、そ
の
時
す
で
に
亡

く
な
っ
て
い
た
父
の
字
も
あ
り
、懐
か
し
さ

と
と
も
に
、先
生
の
お
母
様
と
も
出
会
え

た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

◆
お
接
待
で
広
が
る
縁
に

　

詩
碑
建
立
と
い
う
私
の
願
い
は
、お
堂
の

信
者
さ
ん
や
真
民
フ
ァ
ン
の
方
々
の
支
援
で

叶
い
、そ
の
後
、九
州
朴ほ

お

の
会
の
立
ち
上
げ

に
も
加
わ
り
ま
し
た
。

　

龍
泉
堂
で
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
こ
と
で
、

少
し
で
も
元
気
に
な
っ
て
帰
っ
て
ほ
し
い
と

願
い
、こ
の
間
、多
く
の
方
と
あ
り
が
た
い
ご

縁
を
結
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　

先
生
が
賦

算
さ
れ
た
よ

う
に
、仏
様

の
お
顔
と
先

生
の
詩
や
好

き
な
言
葉
を

書
い
た
も
の

を
お
堂
に
用

意
し
て
、お
遍
路
さ
ん
に
自
由
に
持
ち
帰
っ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

書
か
れ
た
詩
を
読
ん
で
、「
真
民
記
念
館

に
行
っ
て
き
ま
し
た
」「
詩
を
読
ん
で
救
わ

れ
ま
し
た
」な
ど
と
言
っ
て
く
だ
さ
る
方
も

あ
り
ま
す
。３
年
ほ
ど
前
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ「
小
さ

な
旅
」で
放
映
さ
れ
て
か
ら
、お
参
り
の
方

が
増
え
ま
し
た
。

　

今
も
先
生
に
見
守
ら
れ
て
い
る
と
感
じ

て
、姿
勢
を
正
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。先
生

と
出
会
わ
な
け
れ
ば
、私
は
生
き
て
こ
ら
れ

な
か
っ
た
。か
け
が
え
の
な
い
ご
縁
を
い
た
だ

い
た
こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

vol.13

180年余りの歴史をもつ新四国八十八ヶ所がある福岡県篠
ささぐり

栗町。その87番札所・弘照院
の一画にある龍泉堂を守っているのが木山マキ子さんだ。若くして夫と死別、すさんだ心を
救ったのが真民詩だった。40歳を過ぎて真民さんとの交流が始まるが、２人の縁は木山さん
が誕生する以前にすでに結ばれていた。

お接待として自由に持ち帰ってもら
う。木山さんの好きな詩「前から後
ろから」は真民86歳の作品

木山 マキ子さん（70歳）

前
ぜ ん し ょ う

生に結ばれた縁に導かれて

篠栗で開催された第四回全国朴の会大
会で（平成５年５月９日）

65番碑（右・昭和61年11月11日建立）と２２９番碑（中）。11月
11日は人生の転機となった大学中退の日であり、世界平和記念
日でもある。毎年碑祭りを実施



 

昭和２６年５月（この詩が作られた１年後）

4

12

　

坂
村
真
民
記
念
館
で
は
、６
月
６
日

か
ら
新
し
い
企
画
展「
坂
村
真
民
と
家

族
の
絆
」を
開
催
し
ま
す
。

　

坂
村
真
民
の
詩
で
一
番
多
い
の
は
、

家
族
を
詠
っ
た
詩
で
す
。貧
し
い
生
活

の
中
で
一
生
懸
命
に
生
き
よ
う
と
す
る

家
族
の
、切
な
く
哀
し
い
中
に
も
、喜
び

と
愛
情
あ
ふ
れ
る
生
活
を
、詩
と
し
て

書
き
残
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
企
画
展
で
は
、こ
う
し
た
坂

村
真
民
の
家
族
を
詠
っ
た
詩
の
中
か
ら

代
表
的
な
詩
を
採
り
あ
げ
、そ
の
詩
の

生
ま
れ
た
背
景
や
そ
の
頃
の
家
族
の
状

況
に
つ
い
て
、当
時
の
写
真
や
真
民
が
書

き
残
し
た「
思
索
ノ
ー
ト
」の
言
葉
を
ま

と
め
て
説
明
文
と
し
て
展
示
し
、「
坂
村

家
の
世
界
」を
再
現
し
て
い
ま
す
。

　

今
月
の
詩「
飯
台
」は
、そ
う
し
た

「
家
族
の
絆
」を
詠
っ
た
詩
と
し
て
、最

も
愛
読
さ
れ
て
い
る
詩
で
す
。

　

こ
の
詩
は
、真
民
が
41
歳
、妻
が
33
歳
、

長
女
梨
恵
子
が
６
歳
、次
女
佐
代
子
が

４
歳
、三
女
真
美
子
が
１
歳
の
時
の
詩
で

す
。昭
和
26
年
に
発
行
さ
れ
た
、自
費
出

版
詩
集
で
あ
る「
三ざ

ん
ま
い昧

」に
収
録
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

終
戦
に
よ
っ
て
、朝
鮮
の
師
範
学
校

を
辞
め
、郷
里
の
熊
本
に
引
き
揚
げ
て

き
て
い
た
真
民
は
、昭
和
21
年
５
月
に
、

家
族
を
連
れ
て
三み

瓶か
め

町
の
山
下
高
等

女
学
校
の
教
師
と
し
て
、四
国
に
渡
っ
て

き
ま
し
た
。

　

昭
和
25
年
４
月
か
ら
は
、吉
田
高
校

に
転
勤
し
、吉
田
で
新
た
な
生
活
が
始

ま
り
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
時
に
作
ら

れ
た
の
が
、こ
の
詩
で
す
。

　

吉
田
で
の
新
し
い
生
活
の
ス
タ
ー
ト

に
向
け
て
の
決
意
と
、新
し
い
家
で
の
家

何
も
か
も
生
活
の
や
り
直
し
だ

引
き
揚
げ
て
五
年
目

や
っ
と
飯
台
を
買
っ
た

あ
し
た
の
御
飯
は
お
い
し
い
ね
と

よ
ろ
こ
ん
で
ね
む
っ
た
子
供
た
ち
よ

は
や
目
を
さ
ま
し
て

珍
し
そ
う
に

楽
し
そ
う
に

御
飯
も
ま
だ
出
来
な
い
の
に

自
分
た
ち
の
座
る
場
所
を

母
親
に
き
い
て
い
る

わ
た
し
か
ら
左
回
り
し
て

梨
恵
子

佐
代
子

妻真
美
子
の
順
で
あ
る

温
か
い
お
つ
ゆ
が
匂
っ
て
い
る

お
い
し
く
つ
か
っ
た
沢
あ
ん
漬
け
が
あ
る

子
供
た
ち
は
も
う
箸
を
な
ら
べ
て
い
る

あ
あ

飯
台
一
つ
買
っ
た
こ
と
が

こ
う
も
嬉
し
い
の
か

貧
し
い
な
が
ら
も

貧
し
い
な
り
に
育
っ
て
ゆ
く
子
の

涙
ぐ
ま
し
い
ま
で

い
じ
ら
し
い
な
が
め
で
あ
る

　

飯 

台

一
家
団
欒
の
微
笑
ま
し
い

情
景
が
目
に
浮
か
ぶ

「
飯
台
」

族
団だ

ん
ら
ん欒
の
微
笑
ま
し
い
情
景
が
目
に
浮

か
ぶ
よ
う
な
詩
で
す
ね
。本
当
に
た
っ
た

一
つ
の
飯
台
を
買
っ
た
こ
と
が
、こ
ん
な

に
子
供
た
ち
に
は
う
れ
し
か
っ
た
の
だ
、

家
族
の
幸
せ
と
は
、こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ

る
ん
だ
、と
い
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
て
く

れ
る
詩
だ
と
思
い
ま
す
。今
の
日
本
で
、

失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
、懐
か
し
い
家

族
の
姿
が
、こ
こ
に
は
し
っ
か
り
と
存
在

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

昭和２６年５月（この詩が作られた１年後）

こ
の
飯
台（
写
真
）は
、こ
の
詩
に
出
て
く
る「
飯
台
」

の
実
物
で
す
。今
回
の
企
画
展
で
展
示
を
し
て
い
ま

す
の
で
、是
非
記
念
館
で
本
物
を
見
て
く
だ
さ
い
。直

径
74
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
小
さ
な
も
の
で
す
が
、当
時

の
真
民
の
家
族
に
と
っ
て
は
、家
族
全
員
が
楽
し
く

座
っ
て
食
事
が
出
来
る
十
分
な
大
き
さ
で
し
た
。

吉
田
時
代
か
ら
宇
和
島
を
経
て
砥
部
に
至
る
約
30

年
間
大
切
に
使
わ
れ
て
き
た
も
の
で
、坂
村
家
の「
家

族
の
絆
」の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、記
念
館
で
大
切
に
保

管
し
て
い
ま
す
。
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平成27年度坂村真民記念館
ボランティアガイド養成講座・募集要項

ボランティアガイドをして
自分を成長させませんか

昨年に引き続き、今年も記念館のボランティアガイド養成講座を開講します。
要項は下記のとおり。あなたもチャレンジしてみませんか。

30名程度（先着順）
受講決定者には、記念館より「決定通知」をお送りします。

TEL089-969-3643（坂村真民記念館）

修了者には修了証書を授与し、28年1月からガイドとして活動していただきます。

問い合わせ先

講座概要・日程表

〈電　話〉
〈メール〉

坂村真民記念館

089-969-3643
info@shinmin-museum.jp

会議室

平成27年
9月11日(金)～12月4日(金) ［全9回］

希望者は、電話かメールで申し込みください。
メールの方は、氏名、住所、年齢、性別、電話番号を
記載してお送りください。

平成27年
7月1日（水）～9月4日（金）

回数 日　　時 講　座　内　容 講　　師

1 9月11日（金）
10:00～12:00

開講式
坂村真民の生涯（１）

坂村真民記念館館長
西 澤 孝 一

2 9月18日（金）
10:00～12:00

坂村真民の生涯（２）
坂村真民記念館館長
西 澤 孝 一

3 10月 2日（金）
10:00～12:00

坂村真民の人生と詩について（ビデオ鑑賞）
坂村真民記念館館長
西 澤 孝 一

4 10月 9日（金）
10:00～12:00

真民詩の魅力とその背景（１）
三瓶・吉田時代

坂村真民記念館館長
西 澤 孝 一

5 10月30日（金）
10:00～12:00

真民詩の魅力とその背景（２）
宇和島時代

坂村真民記念館館長
西 澤 孝 一

6 11月 6日（金）
10:00～12:00

真民詩の魅力とその背景（３）
砥部時代

坂村真民記念館館長
西 澤 孝 一

7 11月13日（金）
10:00～12:00

家族にとっての坂村真民
長女  田中 梨恵子
三女  西澤 眞美子

8 11月20日（金）
10:00～12:00

記念館の特色と展示作品の解説（講義）
坂村真民記念館館長
西 澤 孝 一

9 12月 4日（金）
10:00～12:00

記念館の特色と展示作品の解説（実習）
修了式

坂村真民記念館館長
西 澤 孝 一

定員

受講
期間

場所

受講無料

募集
受付

募集
期間

■ 来館者の方から質問を受け、館長に
聞いたり、自分で調べていく中で、自分
が知らなかった真民さんのことが良く
分るようになった。

■ 来館者の方が熱心なファンで、色 と々
教えてもらうことが何度もある。

■ 来館者の方と話をすることにより、自
分自身が成長することに気付いた。

現在30名の方が活動されています。
（30代から80代まで幅広い方々がい
らっしゃいます。）

講座を修了し、
現在ボランティアガイドとして
活躍されている方々の声

記
念
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

真民詩を
学びながら
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お
父
ち
ゃ
ん
お
父
ち
ゃ
ん
の

好
き
な

芙
蓉
が
咲
い
た
よ

そ
う
真
美
子
が
い
っ
た

そ
の
声　

そ
の
眼

芙
蓉
の
美
し
さ
に
そ
っ
く
り

だ
っ
た

３ 

晴
着

お
前
た
ち
が

嫁
ぎ
ゆ
く
晴
れ
の
日
ま
で

わ
た
し
は
生
き
て
い
る
だ
ろ
う
か

財
産
も
な
い

故
郷
も
な
い

家
も
な
い

不
幸
な
お
前
た
ち
に

せ
め
て
は
父
の
こ
こ
ろ
ば
か
り
の

晴
着
を
き
せ
て
や
り
た
い
の
だ
が

そ
れ
ま
で
わ
た
し
は

生
き
な
が
ら
え
て
い
る
だ
ろ
う
か

梨
恵
子
よ

佐
代
子
よ

真
美
子
よ

嫁
ぎ
ゆ
く
日
の
夕
べ

も
し
も
裳
裾
ひ
く

く
れ
な
い
の
雲
が

た
な
び
い
て
い
た
ら

貧
し
か
っ
た
父
の

せ
め
て
も
の
門
出
の

祝
い
も
の
と
し
て

晴
れ
の
衣
を
染
め
て

嫁
い
で
い
っ
て
く
れ
な
い
か

愛
は
海
の
よ
う
に

深
く
て
美
し
い

こ
の
こ
と
を
わ
た
し
は

こ
の
ひ
と
を
通
し
て
知
っ
た

こ
の
ひ
と
と
共
に
生
き
て

五
十
年

沈
み
ゆ
く
夕
日
の
海
に

二
人
で
立
っ
て
い
た

悲
し
み
を
噛
み
し
め
て
帰
る
六
魚
庵
に

明
る
い
あ
か
り
が
と
も
っ
て
い
る

煮
た
き
の
匂
い
が
な
が
れ
て
い
る

子
供
の
こ
え
が
ひ
び
い
て
い
る

山
羊
が
し
き
り
に
呼
ん
で
い
る

六
魚
庵
は
や
っ
ぱ
り
天
国
だ

さ
み
し
い
わ
た
し
の
安
息
所
だ

　

芙
蓉
の
花 

（
真
民
48
歳
）

　

三
人
の
子
に 

（
真
民
42
歳
）

　

愛
は
海
の
よ
う
に（
真
民
76
歳
）

　

六
魚
庵
天
国 

（
真
民
37
〜
40
歳
）

　坂村真民の詩で一番多いのは、家族を詠った詩です。
貧しい生活の中で一生懸命に生きようとする家族の、
切なく哀しい中にも、喜びと愛情あふれる日常の生活を
詠った詩を、たくさん書き残しています。
　今回の企画展では、こうした坂村真民の家族を詠った
詩の中から代表的な詩を採りあげ、その詩の生まれた背
景やその頃の家族の状況について、当時の写真やゆか
りの品物、真民が書き残した「思索ノート」の言葉の中か
ら、詩としては表現されていない「真民の心の奥にある
言葉」を取り出して、パネルにまとめて分かりやすく展
示し、「坂村家の世界」を再現します。
　真民の３人の子どもたちを詠んだ詩は、明るく優しい

娘に育って欲しいと、すこやかな成長を願う父親の愛情
に満ちあふれています。まことのまなざしでもって捉え
た、子どもたちの純粋な仕草や表情は、読む者の笑みを
誘います。わけても初期の詩集「六魚庵天国」時代は、貧
しくも心温まる家族の風景、清らかな親子の姿が印象的
で、真民詩を広く世に出した岩野喜久代（大東出版社）さ
んは、清貧のなかで楽しく暮らすこの一家を、「聖家族」
と呼びました。
　今回は、真民が「生まれながらにして 神に愛され 仏を
持つひと」と、その美質に感服した妻の存在にも焦点を
当てています。この企画展を通して、かけがえのない家族
の関係を、今一度、見つめてみませんか。

（右から）梨恵子、佐代子、真美子

坂村真民と家族の絆展・ミニ講演会、ギャラリートークのお知らせ

開催場所／講演：記念館会議室（定員50名、先着順）
　　　　　 ギャラリ―トーク：展示室（定員50名、先着順）

講　　師／坂村真民記念館 西澤館長

「坂村真民と家族の絆」に寄せて
〜坂村真民をより深く知るために①〜

清らかな家族の風景を再現

期間 平成27年 6月6日（土）～10月18日（日）

企画展のお知らせ

●6月 6日（土）  ミ　ニ　講　演（11:00～12:00）
　　　　　　     ギャラリートーク（13:30～14:00）

●7月12日（日） ミ　ニ　講　演（11:00～12:00）
　　　　　　     ギャラリートーク（13:30～14:00）

●9月23日（水） ミ　ニ　講　演（11:00～12:00）
　　　 　　　    ギャラリートーク（13:30～14:00）

●6月 7日（日）  ミ　ニ　講　演（11:00～12:00）
　　　　　　　 ギャラリートーク（13:30～14:00）

●8月30日（日） ミ　ニ　講　演（11:00～12:00）
　　　　　　　 ギャラリートーク（13:30～14:00）
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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（砥部病院横） 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

78居室/20㎡～24㎡（1F&2F）

住宅型有料老人ホーム
モンレーヴ砥部

　18居室/2LDK 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

s u p p o r t e d  b y  t o b e  h o s p i t a l



〈編集後記〉  新しい企画展「坂村真民と家族の絆」が始ま
ります。真民をより深く理解するためには、「真民の家族」を
知ることが不可欠です。そこで今回の展示では、「家族を
詠った詩」を中心にして、その詩がどんな背景で生まれたの
か、自身の「心のノート」である「詩記」で何を書いているの
か、等を分かり易く展示・解説しています。是非お知り合いの
方をお誘い合わせのうえ、砥部にお出かけ下さい。（西）
タンポポだより vol.13 夏号
平成27年6月1日発行　　表紙写真 ： 西澤孝一
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


