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ユ
ニ
ー
ク
な
ス
タ
イ
ル
を
貫
い
た

人
生
と
生
活

【
第
十
五
回
】 「
坂
村
真
民
」
と
い
う
生
き
方

１
．独
特
な
生
活
ス
タ
イ
ル

　

坂
村
真
民
の「
誰
に
も
真
似
の
出
来
な

い
独
特
な
生
活
の
ス
タ
イ
ル
」が
あ
る
程
度

固
ま
っ
て
く
る
の
は
、砥
部
に
住
み
、新
田

高
校
を
退
職
し
た
昭
和
49
年
４
月
以
降
の

こ
と
で
す
。教
員
と
詩
人
と
い
う「
二
足
の

草
鞋
」を
脱
ぎ
、す
べ
て
の
時
間
を
詩
人
と

し
て
の
活
動
に
費
や
す
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
な
っ
た
65
歳
の
時
か
ら
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、こ
れ
ま
で
も
、朝
早
く
起
き

る
こ
と
や
毎
朝
座
禅
を
組
む
と
い
っ
た
生

活
ス
タ
イ
ル
は
あ
り
ま
し
た
が
、毎
日
午
前

零
時
に
起
き
て
、昼
食
を
食
べ
ず
一
日
二
食

で
、夕
方
４
時
に
は
寝
る
と
い
う
生
活
の
リ

ズ
ム
は
、65
歳
以
降
に
固
ま
っ
た
も
の
で
す
。

こ
う
し
た
生
活
の
仕
方
は
、父
が
８
歳
で
亡

く
な
り
、毎
朝
午
前
４
時
頃
に
は
父
の
仏

前
に
村
の
共
同
井
戸
か
ら
一
番
に
水
を
汲

ん
で
く
る
習
慣
や
、吉
田
時
代
の
大
乗
寺
で

の
参
禅
の
体
験
が
影
響
し
て
い
ま
す
。

２
．真
民
流
の
生
き
方

　

こ
う
し
た「
独
特
の
生
活
ス
タ
イ
ル
」を

支
え
て
い
た「
真
民
流
の
生
き
方
」の
根
幹

に
あ
る
そ
の
考
え
方
は
、若
い
時
か
ら
の
い

ろ
い
ろ
な
出
来
事
や
人
の
影
響
を
受
け
て

形
成
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、そ
の
中
で
大
き

な
影
響
を
受
け
た
人
は
、二
人
の
母（
生
み

の
母
と
杉
村
春
苔
尼
先
生
）と
一
遍
上
人

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

生
み
の
母
タ
ネ
は
、８
歳
の
時
に
父
を
亡

く
し
た
真
民
に
と
っ
て
、人
間
と
し
て
生
き

て
い
く
う
え
で
、い
つ
も
自
分
を
見
守
っ
て

い
て
く
れ
る「
母
」で
あ
り
、生
涯
を
通
し

て「
誰
に
も
代
え
が
た
い
大
い
な
る
存
在
」

で
し
た
。こ
の
母
に
対
す
る
真
民
の
想
い
を

綴
っ
た
詩
に「
母
上
よ
」（「
自
選
坂
村
真
民

詩
集
」所
収
）が
あ
り
ま
す
。母
が
亡
く
な

る
前
の
年
の
12
月
31
日
に
書
か
れ
た
こ
の

詩
ほ
ど
、母
を
想
う
切
々
た
る
真
民
の
気

持
ち
が
表
現
さ
れ
た
詩
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

第
二
の
母
と
言
え
る
杉
村
春
苔
尼
先
生

は
、こ
の
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
母
タ
ネ
が

亡
く
な
っ
た
ま
さ
に
そ
の
時
に
出
会
い
、そ
の

「
大
き
な
悲
し
み
」を
救
っ
て
く
れ
、喪
失

感
を
埋
め
て
く
れ
た
唯
一
の
人
で
す
。春

苔
尼
先
生
は
、真
民
の
心
の
母
で
あ
り
、仏

の
道
の
師
で
も
あ
り
ま
し
た
。真
民
が
唯
一

「
心
の
悩
み
」を
打
ち
明
け
相
談
で
き
る

人
で
し
た
。吉
田
、宇
和
島
時
代
の
真
民
が

「
人
間
と
し
て
如
何
に
生
き
る
か
」を
模

索
し
て
い
た
時
に
、最
後
の
拠
り
所
と
し
た

の
が
春
苔
尼
先
生
で
し
た
。

　

そ
し
て
、宇
和
島
時
代
か
ら
晩
年
に
か

け
て
の
真
民
の「
精
神
的
支
柱
」は
一
遍
上

人
で
す
。

　

一
遍
上
人
は
、精
神
的
に
も
実
践
的
に

も
、真
民
の
生
き
方
に
最
も
大
き
な
影
響

を
与
え
た
人
で
す
。

　
「
身
軽
に
な
る
」、「
捨
て
る
」と
い
う
真

民
流
の
生
き
方
の
根
幹
に
あ
る
考
え
方

は
、ど
れ
も
一
遍
上
人
の
生
き
方
か
ら
き
て

い
ま
す
。97
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、毎
日
自

分
自
身
に「
し
っ
か
り
し
ろ
、し
ん
み
ん
」と

自
分
を
戒
め
る
生
き
方
を
続
け
た
真
民
に

と
っ
て
、常
に
目
指
す
と
こ
ろ
に
い
る
人
は

一
遍
上
人
で
し
た
。

３
．坂
村
真
民
と
い
う
生
き
方

　

坂
村
真
民
の
生
き
方
は
、決
し
て
誰
も

が
真
似
の
出
来
る
生
き
方
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。し
か
し
誰
も
が
ど
こ
か
で「
そ
の
生
き

方
」に
共
鳴
し
、少
し
で
も
そ
こ
に
近
づ
い
て

い
き
た
い
と
思
う
生
き
方
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。最
晩
年
の「
独
り
の
孤
独
な
人
間
に

戻
る
」と
い
う
考
え
方
も
、「
坂
村
真
民
流

の
生
き
方
」を
突
き
詰
め
て
い
け
ば
辿
り

着
く「
最
後
の
生
き
方
」で
あ
る
と
言
え
ま

す
。「
六
魚
庵
箴
言
」で
40
歳
の
真
民
が
書

い
た「
生
き
方
」を
見
事
に
最
後
ま
で
貫
い

た
人
生
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
記
念
館
で
開
催
中
の
企
画
展「
坂

村
真
民
と
一
遍
上
人
」は
、こ
う
し
た「
坂

村
真
民
の
生
き
方
と
そ
の
詩
」を
理
解
す

る
た
め
に
、欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
内
容
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。ど
う
ぞ
多
く
の
皆
様
の

ご
来
館
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
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◆
「
愛
の
鈴
を
鳴
ら
し
て
ゆ
こ
う
」

　

真
民
先
生
に
初
め
て
お
会
い
し
た
の
は

昭
和
59
年
で
し
た
。親
戚
で
近
所
に
住
む

稲
荷
喜
久
夫
・
麻
子
さ
ん
夫
妻
が
、当
時
、

砥
部
の
理
正
院
で
開
か
れ
て
い
た「
つ
ゆ
く

さ
の
会
」に
誘
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。

　

そ
の
と
き
い
た
だ
い
た
短
冊
に
書
か
れ
て

い
た
の
が「
愛
の
鈴
を
鳴
ら
し
て
ゆ
こ
う
」

で
し
た
。私
の
名
前
の「
愛
」の
字
が
入
っ
て

い
ま
し
た
し
、こ
れ
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
生

き
方
を
し
た
い
と
思
い
、大
事
に
い
た
だ
い

て
帰
り
ま
し
た
。

　

２
年
後
、喜
久
夫
さ
ん
の
お
宅
に
61
番

碑
が
建
立
さ
れ
、除
幕
式
で
私
が
司
会
を

務
め
ま
し
た
。式
の
最
後
に
私
が「
こ
れ
は

も
う
た
だ
の
石
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。魂
が

入
っ
た
石
に
な
り
ま
し
た
」と
挨
拶
を
し
た

と
こ
ろ
、後
で
先
生
が「
今
日
の
司
会
は
良

か
っ
た
」と
お
っ
し
ゃっ
た
そ
う
で
す
。嬉
し

か
っ
た
で
す
ね
。

◆
17
名
で
始
ま
っ
た
朴
庵
例
会

　

先
生
に
と
っ
て
川
は
特
別
な
場
所
で
あ

り
、石
鎚
の
霊
光
を
い
た
だ
け
る
重
信
川
畔

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、喜
久
夫
さ
ん
と
夫

※

た

ち
は
、所
有
地
に
詩
碑
の
建
立
を
願
っ
て
お

り
ま
し
た
。ち
ょ
う
ど
、そ
の
場
所
に“
開
花

亭
”建
設
の
話
が
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
す
。

そ
の
こ
ろ
に
な
る
と
先
生
の
ご
自
宅
を
訪
ね

る
方
が
増
え
た
た
め
、先
生
の
詩
作
の
時
間

が
限
ら
れ
る
こ
と
を
案
じ
た
喜
久
夫
さ
ん

は
、ど
こ
か
で
定
期
的
な
会
を
開
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
し
た
の
で
、そ
の
場
と
な
る“
朴

庵
”の
建
設
を
条
件
に
、２
人
が
土
地
を
譲

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

朴
庵
を
会
場
に
、先
生
の
お
話
を
聞
く

例
会
を
始
め
た
の
は
平
成
２
年
１
月
で
し

た
。17
名
ほ
ど
で
始
ま
っ
た
会
は
す
ぐ
に

50
人
、１
０
０
人
と
増
え
て
、会
場
に
入
り

き
れ
な
い
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
は
例
会
前
日
に
お
掃
除
を
し
て
花
を

活
け
る
な
ど
、皆
さ
ん
の
指
示
ど
お
り
に
動

い
た
だ
け
で
す
か
ら
、苦
労
し
た
覚
え
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

麻
子
さ
ん
の
体
調
不
良
な
ど
も
あ
り
、

例
会
は
平
成
16
年
に
１
７
１
回
で
終
了
し

ま
し
た
。足
か
け
15
年
、こ
の
間
、先
生
は

一
度
も
お
休
み
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

◆
「
大
宇
宙
大
和
楽
」の
神
髄
に
触
れ
て

　
「
立
派
な
方
」と
い
う
思
い
は
最
初
か
ら

あ
り
ま
し
た
が
、先
生
に
対
す
る
見
方
が
変

わ
っ
た
の
は
、平
成
９
年
ご
ろ
に
般
若
心
経
の

解
説
と
先
生
の
詩
が
掲
載
さ
れ
た
経
本（
寺

田
清
一
著
）を
手
に
し
て
か
ら
で
す
。

　

先
生
の
ご
意
見
も
参
考
に
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
解
説
を
読
ん
で
、宇
宙

の
働
き
に
よ
っ
て
こ
の
世
の
全
て
が
生
か
さ

れ
て
お
り
、宇
宙
の
念
願
は
大
和
楽
で
あ
る

と
い
う
先
生
の
教
え
が
腑
に
落
ち
ま
し
た
。

　

お
釈
迦
さ
ま
、キ
リ
ス
ト
な
ど
の
よ
う

に
、先
生
は
神
様
が
宇
宙
の
理
こ
と
わ
りを
伝
え
る
た

め
に
人
類
か
ら
選
び
出
し
た
お
ひ
と
り
で
、

先
生
の
詩
は
聖
書
と
同
じ
よ
う
に
、「
天
の

啓
示
」で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。先
生
に
対
す
る
畏
怖
の
念
は
さ
ら
に

強
く
な
り
、親
し
く
お
話
し
を
し
た
い
気
持

ち
は
ず
っ
と
あ
り
ま
し
た
が
、最
後
ま
で
無

理
で
し
た
。私
に
と
っ
て
先
生
は
、そ
う
い
う

存
在
だ
っ
た
ん
で
す
。

vol.15

真民さんを囲む「朴
ほおあん

庵例会」は、愛媛県砥部町で平成２年から16年まで毎月開催された。171
回におよんだ集いを、裏方で支えたのが稲荷愛子さんだ。会を重ねるにつれ、語られる言葉や
真民詩は「天の啓示」と思えるようになり、尊敬の気持ちは畏怖の念へと変化したという。

▲大好きな詩の書をお
願いして屏風に。

（坂村真民記念館保管）

※
稲
荷
慈
明
さ
ん

〔お詫びして訂正いたします〕
「真民詩とわたし」vol．14に掲載の詩「とこ世の花」は、誤って末尾の５行が重複しています。お詫びして訂正させていただきます。（編集部）

真民先生は、神様がこの世に遣
つ か

わされた方
ではないでしょうか

▲300番碑
稲荷邸の300番碑は平成７年に建立。苦労の多かった
お母様を偲び、「念ずれば花ひらく」全文が刻まれた

稲
い な

荷
り
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こ
の
詩
は
、真
民
が
50
歳
の
時
、道
後
の

宝
厳
寺
を
初
め
て
訪
ね
、木
像
の
一
遍
上

人
立
像
と
対
面
し
た
感
動
か
ら
作
ら
れ
た

詩
で
す
。

　

真
民
は
49
歳
頃
か
ら
一
遍
上
人
に
興
味

を
持
ち
、関
連
す
る
書
物
を
読
み
漁
り
一

遍
上
人
の
生
き
方
に
共
感
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、宝
厳
寺
の
一
遍
上
人
立
像
と

対
面
し
、破
れ
衣
に
裸
足
の
像
を
見
て
全

て
を
捨
て
て
た
だ
念
仏
を
唱
え「
南
無
阿

弥
陀
仏　

決
定
往
生
六
十
万
人
」の
お
札

を
配
っ
て
全
国
を
歩
い
た
姿
に
心
か
ら
感

動
し
て
こ
の
詩
は
作
ら
れ
た
の
で
す
。

　

残
念
な
が
ら
一
昨
年
こ
の
宝
厳
寺
の
本

堂
が
焼
け
て
し
ま
い
、真
民
が
そ
の
足
に
触

れ
て
魂
の
交
流
を
し
た「
一
遍
上
人
像
」

も
焼
き
尽
く
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。（
現

在
、本
堂
の
再
建
工
事
が
進
め
ら
れ
、来
年

の
３
月
に
は
完
成
す
る
予
定
で
す
。）

　

坂
村
真
民
の
生
き
方
を
考
え
る
と

き
、こ
の
一
遍
と
の
出
会
い
は
真
民
の

生
涯
を
決
定
づ
け
る
出
来
事
で
あ
る

と
言
え
ま
す
。「
南
無
阿
弥
陀
仏 

決

定
往
生
六
十
万
人
」の
賦
算
札
を
配
っ

て
全
国
を
遊
行
さ
れ
た
一
遍
上
人
が
、

二
十
五
万
一
千
七
百
二
十
四
人
で
亡
く
な

ら
れ
た
の
を
引
き
継
ぎ
、真
民
は
詩
人
と

宝
厳
寺
の
立
像
に
対
面
し
た
感
動
を
詠
む

「
一
遍
智
真
」

し
て「
詩
国
」を
賦
算
誌
と
し
て
全
国
に
賦

算
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
の
で
す
。こ
う
し

て
昭
和
37
年
７
月
に「
詩
国
創
刊
号
」が

発
行
さ
れ
、そ
の
後
約
43
年
間
休
む
こ
と

な
く
詩
を
書
き「
詩
国
」を
出
し
続
け
ま

し
た
。

　

詩
人
と
し
て
も
、人
間
と
し
て
も
、真
民

の
中
に
一
遍
上
人
の
存
在
が
大
き
な
も
の

に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。そ
れ
は
破
れ
衣
に

裸
足
の
足
で
全
国
を
遊
行
し
て
歩
き
す
べ

て
の
人
々
を
極
楽
浄
土
へ
導
く
こ
と
に
生

涯
を
か
け
た「
一
遍
上
人
の
生
き
方
」を

自
分
の
生
き
方
と
し
て
生
き
る
覚
悟
が
出

来
た
こ
と
だ
と
も
言
え
ま
す
。

　

真
民
が
一
遍
上
人
の
生
き
方
か
ら
学
ん

だ
一
番
大
切
な
こ
と
は
、「
捨
て
る
こ
と
の
大

切
さ
」と「
無
差
別
、平
等
の
精
神
」で
す
。

　

こ
う
し
た
生
き
方
を
実
践
す
る
た
め

に
、真
民
は
自
分
自
身
に
対
す
る
厳
し
い

生
き
方
を
生
涯
貫
き
ま
す
。

　

午
前
０
時（
教
員
を
退
職
す
る
ま
で
は

午
前
３
時
）に
起
床
し
、坐
禅・読
経・詩
作

の
生
活
は
、真
民
に
と
っ
て
は
常
に
一
遍
上

人
の
生
き
方
と
の「
真
剣
勝
負
の
生
き
方
」

で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。そ
し
て
、そ
こ
か

ら
、ま
た
、研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
精
神
に
よ
っ

て「
新
た
な
真
民
詩
」が
生
ま
れ
て
き
た
の

で
す
。



 

詩国創刊号の表紙です。
(昭和３７年７月発行)
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人
生
二
度
な
し

森
信
三
先
生
に
お
会
い
し
て

こ
の
言
葉
が

気
海
丹
田
の
中
に
焼
き
つ
き

わ
た
し
は
新
し
く

ス
タ
ー
ト
し
た

そ
し
て
賦
算
誌『
詩
国
』を
発
行
し

平
成
十
六
年
二
月
号
で

五
百
号
に
な
る

こ
の
間
一
回
も
休
む
こ
と
も
な
く

刊
行
で
き
た
の
は

先
生
の
励
ま
し
の

お
か
げ
で
あ
る

先
生
の
霊
よ

永
久
な
れ

人
生
二
度
な
し

坂村真民記念館開館４周年記念特別展

「森信三と坂村真民の世界」展のお知らせ

　昭和３４年６月１８日に、坂村真民は森信三先生
に初めてお会いする。その日以来、真民にとって森
先生は厳父であり慈父となる。
　「昭和４２年『自選坂村真民詩集』の出版が決
まると、自分の事のように喜び、全国の教え子、知
人に手紙を書いて購入を呼び掛け、渾身の力を込
めて「詩集の序文」も書いてくださいました。
詩集が届いた日には、「ホンツイタ　コレデニホン

坂村真民記念館

平成28年 3月5日(土)～6月5日(日)

場所

期間

記
念
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

ガ　スクワレル　モリ」という電報をくださり、坂村
真民が「自選坂村真民詩集」により全国的に知ら
れるきっかけを作って下さった一番の貢献者であ
ると言えます。
　特別展では、３６年間に及ぶ真民と森信三先生
との交流の足跡を、様々な資料・作品によって解き
明かし、ゆかりの品々を展示する予定です。

真民が毎年１冊自費出版の詩集を出して１０年が経ち、１０
冊目の詩集が発行されたことに対する森信三先生からの祝
歌５首。

明治29年愛知県生まれ。哲学者・教
育者。31年森家に養子として入籍。愛
知第一師範卒業後、広島高等師範
に入学。ここで生涯の師と仰ぐ西晋一
郎先生の教えを受ける。京都大学哲

学科を卒業後、大学院に籍を置きつつ、大阪天王寺師範の講
師となる。修身科を教えた時の講義筆記「修身教授録」が後
に一大ベストセラーになる。昭和14年旧満州国建国大学に赴
任。敗戦後、九死に一生を得て帰国。全国各地に講演行脚を
始める。28年神戸大学教育学部教授に就任。51年には教育
者の自己研修団体、社団法人「実践人の家」を設立。昭和56
年、脳血栓に倒れながらも、『森信三全集続篇八巻』を出版。
退院後、後進の指導にあたる日々を送る。平成４年96歳で逝
去。月刊誌「実践人」は弟子たちにより現在も続いている。

森 信三（もり しんぞう）

写真／社団法人 実践人の家
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　坂村真民記念館では、１０月２４日（土）より来年２月
２８日（日）までの会期で、新しい企画展「坂村真民と一遍
上人」を開催いたしております。
　今回の企画展では、坂村真民の人生とその詩に大きな
影響を与えた「一遍上人」を採りあげてます。坂村真民は、
５０歳の時宝厳寺の一遍上人立像と対面し、破れ衣に裸
足の足で全国を遊行して回られた一遍上人の姿に魅了
され、その志を受け継ぎ生涯の師として仰ぎつづけまし
た。企画展では、真民の「一遍上人を詠った詩」と「一遍上
人語録　捨て果てて」の中から、一遍上人の人間的魅力
を語ったところを取り出し、「一遍上人の生き方とその思
想」を分かりやすく解説パネルで展示しています。また、
一遍上人の生涯を絵巻にした国宝「一遍上人絵伝」から

有名な場面の写真を、時宗総本山遊行寺と国立東京博物
館の協力を得てパネル展示しています。
　坂村真民の「独特な生き方」は、
「一遍上人の生き方」を求め続け
た「生き方」であったと言えます。
なぜ坂村真民は一遍上人の生き
方に魅かれそれを生涯求め続け
たのか、そしてその結果真民詩に
どのように影響を与えているのか
についても体系的に分かりやすく
展示しています。どうぞ、多くの方
のご来館をお待ちしております。

「坂村真民の誕生日を祝う会」を下記の日程で
開催しますので、是非ご参加ください。

参加を希望される方は、メール又は電話で記念館に申し込んでください。先着30名まで受け付けます。

日 時

内 容

場 所

平成28年1月3日（日）10：30～13：30

坂村真民記念館会議室
坂村真民が出演している貴重なビデオや録音テープ等を鑑賞したり、ゆかりの人達から想い出話を
聴いたりします。昼食を食べながら、皆で想い出を語り合います。

坂村真民記念館　メール info@shinmin-museum.jp 　電話 089-９６９-３６４３

　FM愛媛では、毎週土曜の朝、真民さんの詩を一つずつ
紹介する5分間番組を放送しています。
　詩の朗読は清水小百合さん。解説は西澤孝一館長。
「真民さんの詩の紹介とともに、その詩が生まれた時代背

※FM愛媛（松山79.7MHz 川之江80.0MHz 新居浜89.2MHz 今治80.6HMz 大洲78.8HMz 八幡浜77.6HMz 城川80.2MHz 宇和島82.1MHz）

FM愛媛　毎週土曜日 午前8時55分～9時00分「しんみんさんの詩」放送中

景や、真民さんの心情を、西澤館長にわかりやすく解説して
もらっていますので、短い時間ですが、心に残る番組になっ
ています」というのは石田伸浩プロデューサー。およそ１年
前から始まったミニ番組。耳を傾けてはいかがでしょうか。

記
念
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

「坂村真民と一遍上人展」好評開催中 ～平成28年 2月28日（日）
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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〉  「坂村真民と一遍上人展」は、真民詩を理
解するうえで是非見てもらいたい企画展です。破れ衣に
裸足で全国を遊行した一遍上人の人生を、自分の人生
に重ねて生き抜いた坂村真民という人間が、どんな想い
で９７歳の生涯を生き抜いたのかを是非記念館で体感し
てください。今の時代を生き抜くために、一遍上人と坂村
真民の生きざまを肌で感じてください。（西）
タンポポだより vol.15 冬号
平成27年12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


