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館長エッセイ
【第十六回】森信三先生と坂村真民の出会い

相呼ぶ二つの魂が出会い、
ぶつかる幸せ

詩人として生きていく覚悟を迫った

「森信三先生の三喝」

真民詩とわたし
森信三の真言と真民詩を支えに、
真実に生きる

真民詩を読み解く ⑮

廣
ひろ

瀬
せ

 童
どうしん

心 さん

友の会会員の皆さまと記念館を結ぶ会報誌

幸
せ
の
た
め

タ
ン
ポ
ポ
の
よ
う
に

野
に
咲
い
て

野
に
散
っ
て
ゆ
く

そ
れ
が
わ
た
し
の
ね
が
い

わ
た
し
の
す
が
た

だ
か
ら

タ
ン
ポ
ポ
は

わ
た
し
の
分
身

わ
た
し
の
分
霊

大
地
の
あ
る
か
ぎ
り

咲
き
続
い
て
ゆ
こ
う

そ
の
花
こ
と
ば
の
よ
う
に

幸
せ
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

（
真
民
75
歳
）

記念館中庭に咲くタンポポ
「坂村真民と二人の母」展

“国民教育者の師父”といわれた
森信三先生の人生を知る

企画展のお知らせ

ちょっと手ほどき
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相
呼
ぶ
二
つ
の
魂
が
出
会
い
、ぶ
つ
か
る
幸
せ

【
第
十
六
回
】 

森
信
三
先
生
と
坂
村
真
民
の
出
会
い

　

坂
村
真
民
が
初
め
て
森
信
三
先
生
に
お

会
い
し
た
の
は
昭
和
34
年
６
月
18
日
で
し

た
。「
眞
民
日
録
」（
真
民
の
思
索
ノ
ー
ト
）

で
真
民
は
、「
昨
夜
森
信
三
先
生
と
初
め
て

お
会
い
す
る
、先
生
気
骨
の
人
た
り
。先
生

の
気
骨
に
触
れ
た
だ
け
で
も
嬉
し
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、こ
ん
な
人
に
は
め
っ
た
に
会
わ

な
い
か
ら
で
あ
る
。森
先
生
に
会
っ
て
感
じ

た
こ
と
は
、学
問
の
深
さ
よ
り
そ
の
気
魄
で

あ
っ
た
。“
相
呼
ぶ
魂
”と
い
う
言
葉
が
あ
る

が
、い
つ
か
お
会
い
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
人

に
自
然
に
結
び
合
う
と
い
う
こ
と
は
、実
に

嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
。」と
書
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
日
の
こ
と
を
森
信
三
先
生
も「
実

践
人
第
40
号（
昭
和
34
年
７
月
）」の
中
で
、

「
坂
村
真
民
氏
は
現
存
の
日
本
の
詩
人
中

最
も
尊
敬
措
く
能
わ
ざ
る
の
人
。予
想
に

反
し
て
カ
ラ
リ
と
し
た
明
る
き
人
柄
に
、初

対
面
に
も
拘
わ
ら
ず
、何
の
遠
慮
も
な
く

話
す
を
え
て
心
の
清
々
し
さ
い
く
計
り
な

し
。」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

二
人
の
魂
と
魂
が
初
め
て
ぶ
つ
か
り
合
っ

た
記
念
す
べ
き
日
で
す
。

　

そ
し
て
、昭
和
37
年
６
月
24
日
に
再
び

講
演
の
た
め
宇
和
島
を
訪
れ
た
森
先
生
と

お
会
い
し
、26
日
、27
日
と
３
回
お
会
い
し
て

い
ま
す
。こ
の
３
日
間
が
坂
村
真
民
の
そ
の

後
の
人
生
を
大
き
く
変
え
て
ゆ
く
日
と
な

る
の
で
す
。

　
「
タ
ン
ポ
ポ
堂
日
記
」の
中
で
真
民
は
、

「
６
月
24
日
、26
日
、27
日
の
３
度
の
會
い

は
私
に一
生
の
大
決
定
を
与
え
た
記
念
す
べ

き
日
だ
。森
先
生
に
お
会
い
し
な
か
っ
た
ら
、

一
番
大
事
な
晩
年
を
台
な
し
に
し
て
し
ま

っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。森
先
生
は
私
に
生
涯
の

大
決
定
を
言
い
に
来
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

24
日
の
夜
は
詩
人
と
し
て
の
私
に
大
覚
悟

を
、26
日
の
夜
は
人
間
最
後
の
日
の
私
の
大

覚
悟
を
、私
は
二
つ
と
も
先
生
に
仰
せ
に
対

し
て
確
約
し
た
。」と
書
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
３
日
間
の
真
民
と
森
先
生
と
の「
魂

と
魂
が
ぶ
つ
か
る
面
談
」の
詳
細
は
、真
民
の

「
タ
ン
ポ
ポ
堂
日
記
」６
月
25
日
か
ら
７
月

▲「タンポポ堂日記」の表紙と森先生について
記しているページ

▲森先生主宰の「実践人」の会報誌40号。
この号で真民について書いている

３
日
の
間
に
１
１
３
ペ
ー
ジ
に
亘
っ
て
詳
し

く
書
か
れ
て
い
ま
す
。坂
村
真
民
記
念
館
で

３
月
５
日
か
ら
開
催
さ
れ
ま
す「
森
信
三

と
坂
村
真
民
の
世
界
展
」の
解
説
パ
ネ
ル
で

そ
の
概
要
を
展
示
し
て
い
ま
す
の
で
、是
非

ご
来
館
し
て
、真
民
に
対
す
る
森
先
生
の
気

魄
溢
れ
る
言
葉
を
実
感
し
て
く
だ
さ
い
。
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◆
「
つ
み
か
さ
ね
」の
詩
を
教
育
の
指
針
に

　

私
は
か
つ
て
中
学
校
の
教
師
と
し
て
、部

活
動（
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
）に
全
情
熱
を

傾
け
て
い
ま
し
た
。そ
の
時
に
出
会
っ
た
の

が
真
民
詩「
つ
み
か
さ
ね
」で
し
た
。

一
球
一
球
の
つ
み
か
さ
ね 

一
打
一
打
の
つ
み

か
さ
ね 

一
歩
一
歩
の
つ
み
か
さ
ね 

一
坐
一

坐
の
つ
み
か
さ
ね 

一
作
一
作
の
つ
み
か
さ
ね

　

一
念
一
念
の
つ
み
か
さ
ね　

つ
み
か
さ
ね

の
上
に　

咲
く
花　

つ
み
か
さ
ね
の
果
て
に

熟
す
る
実　

そ
れ
は
美
し
く
貴
く 

真
の

光
を
放
つ

　

詩
の
感
動
を
母
に
話
す
と
、母
が「
詩

国
」を
取
り
出
し
て
き
た
の
で
す
。こ
れ
に

は
驚
き
ま
し
た
。母
は
早
い
時
期
か
ら
真

民
先
生
の「
詩
国
」を
毎
月
10
冊
頂
い
て
、

村
の
友
人
に
お
す
そ
分
け
し
て
い
た
の
で

す
。さ
ら
に
不
思
議
な
ご
縁
を
感
じ
ま
し

た
の
は
、真
民
先
生
と
母
は
生
れ
た
年
も

月
も
同
じ
だ
と
い

う
こ
と
で
し
た
。

　

私
は
「
つ
み
か

さ
ね
」の
詩
魂
を

部
活
動
の
根
幹
と

し
、ま
た
学
級
の

正
面
に
も
大
き
く

貼
り
、毎
日
生
徒

と
音
読
し
て
学
び

の
基
礎・基
本
と
し
ま
し
た
。

◆
重
信
川
で
テ
ン
ト
泊
、タ
ン
ポ
ポ
堂
を
訪
問

　

昭
和
60
年
春
、一
念
発
起
し
て
仲
間
と

道
友
誌「
ま
な
ざ
し
」を
創
刊
し
、真
民
詩

も
載
せ
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　
「
ま
な
ざ
し
」が
80
号
近
く
に
な
っ
た
平

成
３
年
、真
民
先
生
に
仲
間
と
お
会
い
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。重
信
川
の
砂
地
に
テ

ン
ト
を
張
り
、次
の
日
ネ
ク
タ
イ
を
し
て
タ

ン
ポ
ポ
堂
を
訪
ね
た
私
た
ち
は
、抹
茶
を

頂
き
な
が
ら
、先
生
の
お
話
を
感
動
の
う

ち
に
お
聴
き
し
ま
し
た
。平
成
26
年
に
改

装
し
た「
資
料
館・全
一
庵
」に
入
っ
た
と
こ

ろ
に
掲
げ
て
い
る「
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
」

の
額
は
、先
生
を
お
訪
ね
し
た
時
に
頂
い
た

宝
物
で
す
。

◆
森
信
三
の
教
え
に
触
れ
る

　

教
頭
時
代
、新
し
い
体
育
館
に
掲
げ
る

言
葉
を
探
し
て
い
る
時
、「
時
を
守
り 

場

を
清
め 

礼
を
正
す
」の
言
葉
に
出
合
い

ま
し
た
。そ
れ
が
森
先
生
の
真
言
と
知
り
、

『
修
身
教
授
録
』を
仲
間
と
読
み
始
め
た

の
で
す
。こ
の
世
の
真
理
を
シ
ン
プ
ル
に
実

践
的
に
教
え
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
い
た
く

感
銘
を
受
け
ま
し
た
。森
先
生
が
創
設
さ

れ
た「
実
践
人
の
家
」の
会
員
と
な
っ
た
の
も

そ
の
頃
の
こ
と
で
、平
成
25
年
か
ら
同
会
の

理
事
長
を
し
て
い
ま
す
。

◆
「
森
信
三
展
」に
期
待

　

私
は
真
民
先
生
こ
そ「
全

※

一
学
」の
実
践

者
と
確
信
し
ま
す
。そ
し
て
、お
二
人
と
も

ま
さ
に「
慈
愛
の
お
人
」で
し
た
。

　

こ
の
度
の
企
画
展
は
ま
さ
に
天
の
時
来
た

り
ぬ
！
を
感
じ
ま
す
。真
民
記
念
館
は
、時

空
を
超
え
て
お
二
人
の
い
の
ち
の
呼
応
に
満

ち
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。二
大
偉
人
の
息

吹
を
体
感
す
る
こ
と
に
よ
り
、私
た
ち
の
人

生
は
深
ま
り
、輝
い
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
こ
れ
か
ら
も
毎
月
、と
き
め
い
て
真

民
詩
を
ひ
も
と
き
、森
先
生
の『
一
日
一

語
』の
真
言
を
噛
み
し
め
な
が
ら
、よ
き
仲

間
と
共
に
元
気
に
生
か
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
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滋賀県長浜町在住の廣瀬童心さん（本名・法
の り ま ろ

麿）は、中学校教員時代の昭和60年、人の生き
方を主題にした詩とエッセーの月刊誌『まなざし』を同僚と創刊。真民詩に込められた教えや森
信三の真言を暮らしに生かそうと、平成10年開設の「寺子屋まなざし童心塾」塾長として、また、
森信三が創設した「実践人の家・全一庵」理事長として、多彩な活動を展開している。

◀︎「まなざし」の題字は平成４年
から真民が揮毫。当初の150部
から750部に拡大し、本年２月号
で369号を数える。巻頭に真民
詩と森信三『一日一語』が並ぶ ※全一学とは、宇宙の働きによって生かされている私たちもまた、この世を

　照らす存在。そのことを自覚してよりよい生き方を模索する実践哲学

森信三の真言と真民詩を支えに、
真実に生きる

▶︎「
道
友
」３
人
と
３
度
目
の
タ
ン
ポ
ポ

堂
訪
問（
平
成
８
年
９
月
）

廣
ひ ろ

瀬
せ

 童
ど う し ん

心 さん（71歳）



 

転
換
期
に「
逢
う
べ
き
人
」に
出
会
う
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。

　

ま
た
、森
先
生
か
ら
は
こ
の
時
、こ
れ
ま

で
の
自
費
出
版
の
詩
集
を
ま
と
め
て「
坂

村
真
民
全
詩
集
」と
し
て
出
版
す
る
こ
と

を
強
く
勧
め
ら
れ
ま
す
が
、多
額
の
費
用

を
伴
う
た
め
真
民
も
な
か
な
か
決
心
し
か

ね
て
い
る
と
、森
先
生
か
ら
何
度
も
温
か
い

励
ま
し
の
手
紙
を
貰
い
、や
っ
と
退
職
記
念

と
し
て「
合
本
坂
村
真
民
詩
集
」を
出
版

す
る
決
意
を
固
め
、そ
の
原
稿
作
成
に
取

り
掛
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。し
か
し
費

用
の
捻
出
が
難
し
く
出
版
を
断
念
す
る
の

で
す
が
、大
東
出
版
社
の
岩
野
喜
久
代
夫

人
の
厚
情
に
よ
り
、つ
い
に
出
版
が
実
現
し

ま
す
。

　

森
先
生
の
序
文
を
い
た
だ
い
た
こ
の「
自

選
坂
村
真
民
詩
集
」は
、あ
っ
と
い
う
間
に

初
版
２
千
部
が
売
り
切
れ
、再
版
を
重
ね

る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、そ
の
影
の
功
労

者
は
森
先
生
な
の
で
す
。

　

森
先
生
は
こ
の
詩
集
の
素
晴
ら
し
さ
を

全
国
に
広
が
る
教
え
子
と
教
師
に
向
か
っ

て
毎
日
手
紙
と
は
が
き
を
書
い
て
下
さ
い

ま
し
た
。森
先
生
の
推
薦
こ
そ
が
、四
国
の

片
隅
の
名
も
な
い
詩
人
の
詩
集
が
そ
れ
か

ら
版
を
重
ね
る
大
き
な
原
動
力
と
な
っ
た

の
で
す
。
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こ
の
詩
は
昭
和
45
年
、真
民
が
61

歳
の
時
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
。こ
の

年
の
10
月
に
は
森
信
三
先
生
の
大
き

な
励
ま
し
を
受
け
て
発
刊
の
決
意
を

し
た「
詩
国
」が
１
０
０
号
を
迎
え
る

年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

真
民
は
、昭
和
37
年
６
月
24
日
、

26
日
、27
日
の
３
日
続
け
て
森
先
生

と
お
会
い
し
て
、森
先
生
か
ら
大
き

な「
喝
」を
３
回
い
た
だ
き
、詩
人
と

し
て
生
き
る
覚
悟
を
決
め「
詩
国
」

発
刊
の
決
心
を
し
ま
し
た
。そ
の
時

の
こ
と
を
思
い
出
し
、あ
の
三
喝
が
な

け
れ
ば
今
の
自
分
は
存
在
し
な
い
し
、

「
詩
国
」を
今
日
ま
で
毎
月
休
む
こ

と
な
く
発
行
し
続
け
る
こ
と
も
で
き

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
思
い
が
、

こ
の
詩
を
書
か
せ
て
い
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

始
め
て
お
会
い
し
た
晩

一
喝
を
食
ら
い

そ
の
翌
朝

更
に
一
喝
を
食
ら
い

そ
れ
で
も
私
は
ま
だ

シ
ャ
ン
と
せ
ず

第
三
日
目

第
三
喝
を
頂
い
て

や
っ
と
ズ
シ
リ
と
一
本

金
剛
鉄
の
よ
う
な
も
の
が

背
骨
に
刺
し
通
っ
た

あ
れ
か
ら
私
の
世
界
が
変
っ
た

わ
た
し
に
憑
い
て
い
た

大
小
の
悪
魔
も
退
散
し
た

今
に
し
て
思
う

真
の
詩
人
た
ら
し
め
て
下
さ
っ
た

回
生
の
三
喝
で
あ
っ
た
と

森 

信
三
先
生
の
三
喝

詩
人
と
し
て
生
き
て
い
く
覚
悟
を
迫
っ
た

「
森
信
三
先
生
の
三
喝
」　

真
民
は
８
歳
の
時
に
父
親
を
亡
く
し
て

い
ま
す
の
で
、こ
れ
ま
で
父
親
の
厳
し
さ
を

知
ら
ず
に
生
き
て
き
ま
し
た
。森
先
生
は
、

そ
う
い
う
真
民
の
甘
さ
を
厳
し
い
言
葉
で

次
々
と
問
い
詰
め
て
、こ
れ
か
ら
詩
人
と
し

て
生
き
て
ゆ
く
覚
悟
を
迫
っ
た
の
で
す
。そ

の
厳
し
く
も
愛
情
あ
ふ
れ
る
言
葉
の
一
つ

一
つ
に
よ
っ
て
、真
民
は
生
ま
れ
変
わ
る
こ

と
が
で
き
た
の
だ
と「
タ
ン
ポ
ポ
堂
日
記
」

の
中
で
書
い
て
い
ま
す
。

　

当
時
真
民
は
、定
年
退
職
を
間
近
に
控

え
て
そ
の
後
の
生
活
を
ど
う
す
る
の
か
悩

み
、詩
人
と
し
て
生
き
て
ゆ
く
覚
悟
も
定

ま
ら
な
い
中
で
、人
生
の
大
き
な
岐
路
に
立

た
さ
れ
て
い
ま
し
た
。そ
う
い
う
時
に
、ま

さ
に「
人
間
は
一
生
の
う
ち
に
逢
う
べ
き

人
に
は
必
ず
逢
え
る
。し
か
も
一
瞬
早
過

ぎ
ず
、一
瞬
遅
す
ぎ
な
い
と
き
に
」と
い
う

森
先
生
の
言
葉
の
通
り
、人
生
の
大
き
な
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森
先
生
は
、明
治
29
年
、愛
知
県
の
名
士

の
家
に
生
ま
れ
ま
す
が
、２
歳
の
時
、両
親

の
離
婚
の
た
め
、貧
し
い
農
家
に
養
子
に

出
さ
れ
ま
し
た
。養
父
母
は
実
直
勤
勉
で
、

信
三
少
年
を
実
の
子
の
よ
う
に
か
わ
い
が

り
ま
し
た
。し
か
し
、社
会
の
下
層
で
生
き

る
庶
民
の
哀
感
と
質
朴
さ
が
身
に
し
み
た

少
年
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

信
三
少
年
は
成
績
優
秀
で
し
た
が
、旧

制
中
学
に
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、高
等
小

学
校
の
給
仕
を
し
な
が
ら
学
費
を
貯
め
て

名
古
屋
第
一
師
範
学
校（
愛
知
師
範
）へ
、

続
い
て
広
島
高
等
師
範
に
入
り
ま
す
。さ

ら
に
篤
志
家
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
、京

都
大
学
哲
学
科
に
進
学
。両
校
で
、偉
大

な
思
想
家
、西
晋
一
郎
と
西
田
幾
多
郎
の

薫
陶
を
受
け
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、大
阪
の
天
王
寺
師
範
に
勤
務
。

こ
の
学
校
で
行
っ
た
倫
理
の
講
義
録「
修

身
教
授
録
」は
名
著
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ

て
、現
在
ま
で
読
み
継
が
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
時
代
、二
宮
尊
徳
の
著
書
に
出
会
い
、

「
真
実
は
現
実
の
唯
中
に
あ
り
」「
人
生
二

度
な
し
」の
信
条
に
開
眼
し
ま
し
た
。

　

昭
和
14
年
、旧
満
州
の
建
国
大
学
に
教

授
と
し
て
赴
任
し
ま
す
。し
か
し
敗
戦
の

混
乱
の
中
、凍
餓
死
寸
前
と
な
り
、九
死
に

一
生
を
得
て
帰
国
。そ
の
後
、神
戸
大
学
教

授
に
迎
え
ら
れ
、学
生
た
ち
に
強
い
影
響

を
及
ぼ
し
ま
す
。退
官
後
は
、神
戸
海
星
女

幾
多
の
苦
難
を
経
験

“
国
民
教
育
者
の
師
父
”と
い
わ
れ
た

森
信
三
先
生
の
人
生
を
知
る

　

森
信
三
先
生
は
、戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
、日
本
の
教
育
界
屈
指
の
人
物
と
言
わ

れ
た
哲
学
者
・
教
育
者
。「
学
者
に
あ
ら
ず
、宗
教
家
に
あ
ら
ず
、は
た
ま
た
教
育
者

に
あ
ら
ず
、宿
縁
に
導
か
れ
て
国
民
教
育
者
の
友
と
し
て
、こ
の
世
の
生
を
終
え
ん
」

と
の
決
意
の
も
と
、全
国
津
々
浦
々
に
講
演
行
脚
し
て
、人
と
し
て
の
生
き
方
を
説

き
、“
国
民
教
育
者
の
師
父
”と
仰
が
れ
ま
し
た
。森
信
三
先
生
と
は
一
体
ど
ん
な
人

生
を
送
っ
た
人
で
し
ょ
う
か
。（
参
考
文
献
／「
森
信
三
先
生
の
生
涯
」発
行
・
実
践
人
の
家
）

子
学
院
大
学
教
授
と
な
り
、講
演
行
脚
と

執
筆
活
動
も
精
力
的
に
行
い
ま
し
た
。

　

70
歳
を
過
ぎ
て
妻
や
長
男
の
逝
去
が
続

き
ま
す
が
、昭
和
50
年
78
歳
の
時
に「
実
践

人
の
会
」を
創
設
。平
成
４
年
、96
歳
で
生

涯
を
閉
じ
ま
し
た
。　

　

森
先
生
は
、長
年
、人
生
の
真
理
の
解

明
に
い
ど
み
、独
自
の
人
間
哲
学
や
教
育

哲
学
を
拓ひ

ら

い
て
、晩
年
に
は
、各
自
が
自
分

に
与
え
ら
れ
た「
い
の
ち
」か
ら
宇
宙
の
真

理
を
つ
か
み
と
る「
全
一
学
」と
い
う
人
生

観・世
界
観
を
う
ち
立
て
ま

し
た
。

　

森
信
三
先
生
と
真
民
さ

ん
の
交
わ
り
は
、昭
和
31

年
、森
先
生
が
神
戸
大
学
教

授
の
時
、古
本
屋
で「
真
民

詩
集
」と
出
会
い
、詩
に
感

動
し
て
真
民
さ
ん
に
手
紙

を
出
し
た
の
が
始
ま
り
で

す
。真
民
さ
ん
は
、詩
集
と

共
に
返
事
を
出
し
て
、二
人

の
文
通
が
始
ま
り
ま
し
た
。

森
先
生
60
歳
、真
民
さ
ん
47

歳
の
時
で
す
。３
年
後
の
昭

和
34
年
に
初
め
て
宇
和
島

二
人
の
覚
者
の
交
わ
り

人
間
は
一
生
の
う
ち
逢
う
べ
き
人
に
は
必
ず
逢
え
る

し
か
も
一
瞬
早
過
ぎ
ず
一
瞬
遅
す
ぎ
な
い
時
に

逆
境
は
神
の
恩お
ん
ち
ょ
う
寵
的
試
練
な
り
。

幸
福
と
は
、縁
あ
る
人
々
と
の
人
間
関
係
を
嚙
み
し
め
て
、

そ
れ
を
深
く
味
わ
う
と
こ
ろ
に
生
じ
る

感
謝
の
念
に
他
な
る
ま
い
。

一
切
の
悩
み
は
、
比
較
よ
り
生
ず
る
。

感
動
を
受
け
る
に
は

　

①
師
を
求
め
る
。

　

②
書
物
を
読
み
実
践
を
す
る
。

　

③
す
ぐ
れ
た
芸
術
品
に
接
す
る
こ
と
。

こ
の
三
つ
が
不
可
欠
の
条
件
。

【
森 

信
三
先
生 

語
録
】

写真提供／社団法人 実践人の家

で
対
面
し
、さ
ら
に
３
年
後
の
昭
和
37
年
に

宇
和
島
で
再
会
、運
命
の
３
日
間
と
も
い
え

る
面
談
を
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
企
画
展
で
は
、二
人
の
覚
者
の
、

魂
の
交
流
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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春
苔
尼
先
生
と
歩
い
て
い
る
と

光
が
躍
り

風
が
舞
い

ま
っ
た
く
新
し
い
世
界
と

な
る
の
で
あ
っ
た

山
も
川
も

草
も
木
も

み
な
生
き
生
き
と
し
て
近
づ
き

呼
び
か
け
て
く
る
の
で
あ
っ
た

先
生
に
め
ぐ
り
会
っ
て
か
ら

わ
た
し
は
変
わ
っ
た

い
や
一
切
が
変
わ
っ
た
と

いっ
て
も
よ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
真
民
72
歳
）

伊
予
（
愛
媛
）の
ひ
と

芭
蕉
の
母
を
知
る

道
元
禅
師
の
母

伊
子
を
知
る

母
の
恩
を
忘
れ
る
な

私
の
母
は
二
人
あ
る

産
ん
で
下
さ
っ
た
母
と

大
詩
母
さ
ま
と
し
て

拝
ん
で
い
る

杉
村
春
苔
尼
先
生

あ
あ

母
よ
母
よ
と

大
き
な
息
を
し
て

大
海
を
泳
ぐ

海
の
王
者
の
鯨
よ

　
　
　
　 

　
　（
真
民
94
歳
）

母
よ

光
と
風
と
先
生
と

昼
の
月
を
見
る
と

母
を
思
う

こ
ち
ら
が
忘
れ
て
い
て
も

ち
ゃ
ん
と
見
守
っ
て
い
て
下
さ
る

母
を
思
う

か
す
か
で
あ
る
が
ゆ
え
に

か
え
っ
て
心
に
し
み
る

昼
の
月
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
真
民
60
歳
）

昼
の
月

　坂村真民には生みの親である坂村タネと心の母となる杉村春苔尼
という二人の母がいました。
　この企画展では、坂村真民の人生とその詩に大きな影響を与えた
二人の母について、これまで公開されていない資料や写真等を使っ
て、その人となりを明らかにし、真民詩に与えた影響について詳しく解
説する予定です。

生みの親タネと

敬愛した杉村春苔尼と

企画展のお知らせ

「坂村真民と二人の母」展
期間 平成28年 6月11日（土）

　　　　　～10月16日（日）

開  催  日／3月6日（日）、4月10日（日）、5月8日（日）
場所・時間／ミニ講演：記念館会議室（定員45名、先着順）11:00〜12:00
　　　　　 ギャラリ―トーク：展示室（定員30名、先着順）13:30〜14:00
講　　 師／坂村真民記念館 西澤館長　

●ギャラリートーク
日　時／3月5日（土）10時〜、13時〜（各回20分）
場　所／坂村真民記念館展示室
入場料／記念館入場券を購入して下さい
講　師／廣瀬童心 氏

●講演会
日　時／4月23日（土） 13時開演（12時30分開場）
会　場／砥部町商工会館（当記念館隣）
入場料／無料（記念館入場券の半券提示）先着200名
講　師／廣瀬童心 氏

1�森信三先生が創立した「実践人の家」理事長の廣瀬童心氏（滋賀県内の中学校長を歴任され、
　現在は「寺子屋まなざし童心塾」主宰）の講演会とギャラリートークを開催します。

2�真民さんの人生とその詩に大きな影響を与えた森信三先生とはどんな方か、「森先生を詠った詩」の紹介や
その詩が出来た背景等を話すミニ講演会と、展示作品の見どころポイントについて展示室で来館者に分か
りやすく解説するギャラリートークを開催します。（いずれも入館料のみで聴講可）

森信三と坂村真民の世界展・関連イベントのお知らせ
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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〉  開館４周年記念特別展は、森信三先生とのコ
ラボ展となります。「実践人の家」の全面的なご協力により、
貴重な資料を多数お借りして展示して、真民と森先生との

「運命の出会い」から始まる33年に及ぶ二人の交流の様
子と、森先生の気魄あふれる「お叱り」が真民詩にどのよう
に影響を与えているのか、を分かりやすく展示・解説してい
ます。どうぞ皆様のご来館をお待ちしております。（西）
タンポポだより vol.16 春号
平成28年3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

8

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


