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館長エッセイ
【第二十四回】

「坂村真民という生き方」とは

危機の中に身を置き、緊張感を持って生きる
「嵐と詩人」

真民詩とわたし
真民先生は生きる杖、みちしるべでした

コーヒーブレイク
愛媛県吉田町の風物を残した
版画家･小林朝治と真民さん

坂村真民記念館開館６周年記念特別展

真民詩を読み解く ○23

米
よね

田
だ

 孝
たかひろ

弘 さん

友の会会員の皆さまと記念館を結ぶ会報誌

タ
ン
ポ
ポ
の
花
咲
く
へ
ん
ろ
み
ち

春
に
な
る
と

八
十
八
ヵ
所
の
へ
ん
ろ
み
ち
に

タ
ン
ポ
ポ
が
一
時
に
花
を
つ
け

旅
ゆ
く
人
に
呼
び
か
け
る

明
る
い
心
で
生
き
て
下
さ
い

ど
ん
な
つ
ら
い
こ
と
で
も

堪
え
て
いっ
て
下
さ
い

わ
た
し
た
ち
を
ご
ら
ん

ふ
ま
れ
て
も
食
い
ち
ぎ
ら
れ
て
も

し
っ
か
と
大
地
に
根
を
お
ろ
し
て
い
ま
す

念
ず
れ
ば
必
ず
花
ひ
ら
く

み
仏
の
教
え
を

し
っ
か
と
胸
に
刻
ん
で
巡
礼
を
続
け
て
下
さ
い

明
日
も
お
天
気
で
す

 

（
真
民
57
歳
頃
）

「坂村真民という生き方 ～坂村真民の生涯を
貫いた生き方とは～」展
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「
坂
村
真
民
と
い
う
生
き
方
」と
は

【
第
二
十
四
回
】 

生
き
方
と
人
間
性
の
形
成
過
程
か
ら
見
え
て
く
る

　
い
つ
も
自
分
自
身
に「
こ
の
生
き
方
で
良

い
の
か
」と
問
い
続
け
、自
分
の
信
じ
た
道

（
一
本
の
道
）を
愚
直
に
貫
き
通
し
た
坂

村
真
民
の
生
き
方
は
、若
い
時
か
ら
の
、い

ろ
い
ろ
な
出
来
事
や
様
々
な
人
の
影
響
を

受
け
て
形
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

今
回
記
念
館
で
は
、こ
う
し
た「
坂
村
真

民
と
い
う
人
間
」と「
坂
村
真
民
の
生
き

方
」を
総
合
的
に
捉
え
、『
坂
村
真
民
と
い

う
生
き
方
』を
解
明
し
、そ
の
特
徴
に
つ
い

て
思
想
的
な
背
景
も
含
め
て
詳
細
に
分
析

し
、そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
真
民
詩
の
魅
力
を

分
か
り
や
す
く
展
示
解
説
し
て
い
ま
す
。

　
「
坂
村
真
民
と
い
う
生
き
方
」と
は
、坂

村
真
民
が
生
涯
を
如
何
に
生
き
た
か
と
い

う
こ
と
と
、坂
村
真
民
の
人
間
性
が
如
何

に
形
成
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
総
合

的
に
併
せ
て
、「
坂
村
真
民
が
坂
村
真
民
で

あ
る
た
め
の
生
き
方
」を
指
し
ま
す
。

　

今
回
の
企
画
展
で
は
、「
坂
村
真
民
と
い

う
生
き
方
」が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た

の
か
、大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
物
や
出

来
事
を
６
つ
の
章
に
区
分
し
て
詳
細
な
展

示・解
説
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
坂
村
真
民
と
い
う
生
き
方
」

は
、こ
う
し
た
多
く
の
方
々
の
影
響
と
様
々

な
人
生
体
験
を
経
て
、そ
の
過
程
で
真
民

自
身
が
悩
み
苦
し
み
な
が
ら
、自
分
の
生

き
方
を
模
索
し
続
け
て
き
た
結
果
、辿
り

つ
い
た
も
の
な
の
で
す
。

　

そ
れ
は
日
々
怠
る
こ
と
な
く
自
分
自
身

を
厳
し
く
鍛
え
、い
つ
も
自
分
自
身
に「
こ

の
生
き
方
で
良
い
の
か
」と
問
い
続
け
、最

後
ま
で
、今
の
自
分
と
こ
れ
ま
で
書
い
た
詩

に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、「
し
っ
か
り
し
ろ
、

し
ん
み
ん
」「
ま
だ
ま
だ
い
か
ん
」「
も
っ
と

い
い
詩
を
書
く
の
だ
」と
い
う
言
葉
を
自

分
に
投
げ
か
け
、そ
れ
に
如
何
に
答
え
て

生
き
て
い
く
か
を
模
索
し
た
結
果
な
の
で

す
。

　

そ
う
い
う
中
で
、坂
村
真
民
は
、一
遍
上

人
の
生
き
方
を
知
り
、一
遍
上
人
の
思
想

に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、坂
村
真
民
と

い
う
人
間
の
背
骨
に
一
本
の
大
き
な
柱

が
貫
か
れ
、そ
れ
が「
坂
村
真
民
の
生
き

方
」と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。そ
し
て
、そ

の
生
き
方
を
貫
く
中
で
、「
坂
村
真
民

と
い
う
生
き
方
」が
形
作
ら
れ
て
いっ
た

の
だ
と
考
え
ま
す
。

　

坂
村
真
民
が
一
遍
上
人
を
敬
仰
し

た
の
は
、一
遍
上
人
が
お
釈
迦
様
の
生

き
方
に
、最
も
近
い
生
き
方
を
し
た
人

で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
言
え
ま
す
。

　

坂
村
真
民
に
と
っ
て
宗
教
は
、仏
教

を
根
底
に
置
い
て
い
ま
す
が
、キ
リ
ス
ト

教
、神
道
等
の
影
響
も
大
き
く
受
け
て

お
り
、宗
教
そ
の
も
の
に
は
あ
ま
り
こ
だ

わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

人
間
が
生
き
て
ゆ
く
と
き
、最
後
の

最
後
に
縋
る
人
、弱
い
ま
ま
の
人
間
に
そ

っ
と
寄
り
添
い
、共
に
歩
い
て
く
れ
る
人

の
存
在
を
信
じ
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど

う
か
、と
い
う
信
仰
の
大
切
さ
を
最
も

重
視
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、一
遍
上
人
の
生
き

方
は
、既
存
の
宗
教
を
超
え
た「
宗
教
の
最

も
根
底
に
あ
る
大
切
な
も
の
」を
実
践
す

る
生
き
方
で
あ
る
と
、坂
村
真
民
は
考
え

た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、そ
の
生
き
方
に
向
か
っ
て
、ど

う
進
め
ば
い
い
の
か
を
、毎
日
模
索
す
る
中

で
真
民
詩
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
す
。
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◆
「
尊
い
の
は
足
の
裏
で
あ
る
」に
感
銘

　

若
い
頃
か
ら
人
権・同
和
教
育
の
推
進
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
た
私
が
真
民
詩
と
出

合
っ
た
の
は
、昭
和
50
年
代
の
終
わ
り
ご
ろ

で
し
た
。活
動
の
仲
間
だ
っ
た
田
中
康
雄
先

生
か
ら
贈
ら
れ
た
書
籍
の
一
冊
に
、真
民
詩

集
が
あ
っ
た
ん
で
す
。田
中
先
生
の
奥
様
は

真
民
先
生
の
長
女・梨
恵
子
さ
ん
で
す
。

　
「
尊
い
の
は
足
の
裏
で
あ
る
」の
言
葉
は

シ
ョッ
ク
で
し
た
。同
和
教
育
に
光
が
射
し

た
と
感
じ
て
、す
ぐ
に
タ
ン
ポ
ポ
堂
を
訪
ね

ま
し
た
。

　

仏
教
詩
人
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
少
々
堅

苦
し
い
の
で
は
？
と
思
い
き
や
、実
に
気
さ

く
で
、「
一
緒
に
手
を
携
え
て
が
ん
ば
っ
て
い

こ
う
よ
」と
言
わ
れ
た
の
で
す
。そ
の
言
葉

に
勇
気
を
も
ら
い
ま
し
た
。

◆
60
番
碑
の
建
立

　

昭
和
61
年
に
は
、先
生
か
ら
贈
ら
れ
た
一

遍
上
人
の
言
葉「
心
を
一
つ
に
し
て
乱
さ
ず

（
一
心
不
乱
）」か
ら
名
づ
け
た
自
宅「
一
心

庵
」の
庭
に
、「
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
」60
番

碑
を
建
て
ま
し
た
。部
落
差
別
の
な
い
社
会

を
作
る
、そ
の
願
い
が
形
に
な
っ
た
碑
で
す
。

　

建
立
の
年
か
ら
３
年
ほ
ど
、同
和
教
育

関
係
者
が
集
ま
っ
て「
碑
の
つ
ど
い
」を
開
催

し
、先
生
の
お
話
を
拝
聴
し
ま
し
た
。

◆
同
和
教
育
へ
の
理
解
を
深
め
る

　

真
民
先
生
の
詩
は
、悲
し
さ
や
辛
さ
を

突
き
抜
け
、父
母
兄
姉
の
匂
い
の
す
る
温
か

い
も
の
が
押
し
寄
せ
て
き
ま
す
。清
ら
か

さ
、優
し
さ
、明
る
さ
が
あ
り
、ど
ん
底
か
ら

vol.24

愛媛県の人権・同和教育の第一人者である米田孝弘さん。真民詩に込められた人権・同和思
想に強く打たれ、教育の場や講演などで真民詩を伝えてきた。一遍上人の言葉から名づけた
自宅「一心庵」には、真民詩を刻んだ３基の碑が建つ。

真民先生は生きる杖、みちしるべでした

「一心庵」には60番碑のほか、「共に」
「生きることとは」の詩碑がある

砥部中学校の碑。同校での教頭時代、町
民でもある偉大な詩人の存在を伝え、詩
碑建立を働きかけた

【お詫びと訂正】前号の「真民詩とわたし」に
誤りがありました。「有海朴の会」は「有明朴の
会」の誤りです。お詫びして訂正いたします。

▶︎講演の際、必ず持参した笠。「講演は私の『人権教
育巡礼』だからと、真民先生に書いていただきました」

米
よ ね

田
だ

 孝
た か ひ ろ

弘 さん（76歳）

　

碑
は
叫
ぶ　
　
　
　

坂
村
真
民

第
六
十
番
の
碑
は
叫
ぶ

不
動
明
王
の
よ
う
に
強
く

馬
頭
観
世
音
の
よ
う
に
烈
し
く

世
尊
の
説
か
れ
た

差
別
の
な
い
世
の
実
現
を

暗
か
っ
た
谷
間
に

本
当
の
光
が
射
し
て
く
る
日
の
到
来
を

橋
の
な
い
川
に
橋
が
か
か
り

手
を
取
り
合
っ
て
生
き
て
ゆ
く

真
の
和
の
自
覚
を

発
願
に
燃
え

建
ち
続
く
碑
よ

苦
し
ん
で
き
た
人
た
ち
の

花
ひ
ら
く
時
を
念
じ

風
と
共
に
叫
べ

 

昭
和
六
十
一
年
八
月
三
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
心
庵
に
て

立
ち
上
が
れ
る
、逞
し
さ
を
感
じ
る
よ
う
な

不
思
議
な
力
が
あ
り
ま
す
。そ
し
て
、底
辺

の
人
た
ち
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
こ
と
が
、

そ
の
詩
か
ら
痛
切
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

先
生
と
出
会
っ
て
か
ら
、私
は
教
育
の
場

や
講
演
な
ど
で
、真
民
詩
と
結
び
つ
け
て
同

和
教
育
を
語
っ
て
き
ま
し
た
。そ
う
す
る

と
、難
し
い
話
も
す
ん
な
り
と
理
解
し
て
も

ら
え
る
。先
生
の
力
を
お
借
り
す
る
こ
と

で
、同
和
問
題
に
対
す
る
理
解
が
非
常
に
深

ま
る
の
で
す
。詩
に
感
動
し
た
多
く
の
人
が

同
和
教
育
に
理
解
を
示
し
、積
極
的
に
取

り
組
ん
で
く
だ
さ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

先
生
と
お
会
い
し
な
け
れ
ば
、私
の
同
和

教
育
は
か
な
り
違
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

口
先
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う

し
、長
く
関
わ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
し
ょ

う
。私
に
と
っ
て
先
生
は
、生
き
る
杖
で
あ

り
、み
ち
し
る
べ
で
し
た
。先
生
と
の
出
会
い

が
な
け
れ
ば
、今
の
自
分
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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23

こ
の
詩
は
、坂
村
真
民
が
84
歳
の
時
に
書
い

た
詩
で
す
。

　

坂
村
真
民
の
詩
に
は
、こ
う
い
う
気
持

ち
を
書
い
た
詩
が
何
篇
か
あ
り
ま
す
。

　

79
歳
の
時
の
詩
に
、「
危
機
の
中
で
」と
い

う
詩
が
あ
り
ま
す
。

危
機
の
中
に
身
を
置
き
、緊
張
感
を
持
っ
て
生
き
る

「
嵐
と
詩
人
」

　

坂
村
真
民
は
、本
当
に
い
つ
も
自
分
自
身

に
対
し
て
、厳
し
い
生
き
方
を
課
し
て
、生

き
て
い
ま
し
た
。

　
「
普
通
の
人
と
同
じ
よ
う
に
、生
き
て
い

た
の
で
は
、人
に
感
動
を
与
え
る
詩
は
書

け
な
い
」と
い
う
の
が
持
論
で
し
た
。

　
「
創
造
す
る
者
は
絶
え
ず
危
機
の
中
に

身
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
」と
も
言
っ
て

ま
す
。

　

だ
か
ら
、い
つ
も
、自
分
を
危
機
の
中
に

置
い
て
、緊
張
感
を
持
っ
て
生
き
る
こ
と
が
、

い
い
詩
が
生
ま
れ
て
く
る
条
件
な
の
だ
と

考
え
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
れ
を「
い
つ
も
嵐
が
吹
い
て
い
る
」と
い

う
表
現
で
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

90
代
後
半
に
書
か
れ
た
詩「
断
崖
」と
い

う
詩
は
、人
生
の
最
後
ま
で
そ
の
気
持
ち

を
持
ち
続
け
て
生
き
て
い
る
真
民
の
姿
そ

の
も
の
を
詠
っ
た
詩
で
す
。

危
機
の
中
で

人
は
成
長
し

危
機
の
中
で

人
は
本
も
の
に
な
る

だ
か
ら
危
機
を
避
け
る
な

む
し
ろ
危
機
に
立
ち
向
か
う
心
を
養
え

冷
た
い
烈
風
の
中
を

行
き
つつ
思
う

遠
い
遠
い

海
の
果
て
の

断
崖
に
立
つ

一
羽
の
鷹

そ
れ
が

今
の
わ
た
し
の

姿
で
あ
り

生
き
方
で
あ
る

危
機
の
中
で

断
崖

　

坂
村
真
民
の
詩
は
、こ
う
い
う
嵐
の
中
や

断
崖
絶
壁
に
身
を
置
い
て
書
か
れ
た
詩
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、ま
た
、読
者
に
は
、ひ
し
ひ

し
と
、そ
の
真
民
の
想
い
が
伝
わ
っ
て
く
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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「坂村真民という生き方
～坂村真民の生涯を貫いた生き方とは～」展

坂村真民記念館開館６周年記念特別展

独特な生き方と特徴をわかりやすく展示解説

　開館より６年を迎える今年は、これまでの企画展
と特別展をもう一度見直して、「坂村真民という詩
人の生き方」を総合的に捉え、「坂村真民という生き
方」というテーマで、坂村真民の独特な生き方とそ
の特徴、そしてそこから生まれてくる「真民詩」を、あ
らゆる角度から見つめ直して、真民詩をより分かり
やすく、より深く解説しようと試みることとしました。

　第1展示室と第2展示室を連続する一つの展示空
間として、「坂村真民という人間を形作った出来事や
影響を受けた人、家族等」について、それぞれにつ
いての解説パネル、それらを特徴的に表現した詩を
展示します。
　そして、最後のコーナーでは、「坂村真民という生
き方」を総合的に理解していただけるような「真民
詩」を中心に展示して、悲しみをともに悲しみ、困難を
乗り越え、前に向かって生きる人へ「生きることの大
切さ」を詠った坂村真民の詩を展示することとしてお
ります。どうぞ、多くの方々のご来館を心からお待ちし
ております。

期間 平成30年 3月3日（土）～6月17日（日）

〈展示概要〉〈開催趣旨〉

〈展示構成〉

サブタイトル 主な展示作品

第１章　坂村真民と二人の母 念ずれば花ひらく
遠い雲

第２章　大乗寺での修行 エリ・エリ・レマ・サバクタニ
かなしみはいつも

第３章　一遍上人と共に生きる 一遍智真
尊いのは足の裏である

第４章　森信三先生との出会い 森信三先生の三喝
人生二度なし

第５章　教師として生きる 悩めるS子に
若者よ

第６章　家族と共に生きる
飯台
三人の子に
あの時のことを

第７章　坂村真民という生き方
六魚庵箴言
しんみん五訓
嵐と詩人
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コーヒー
ブレイク

　

小
林
朝
治
は
長
野
県
須
坂
市
生
ま
れ
の

眼
科
医
で
あ
り
版
画
家
。昭
和
２
年
、愛
媛

県
吉
田
町
の
町
立
吉
田
病
院
眼
科
医
長
に

就
き
、昭
和
６
年
ま
で
、医
療
の
か
た
わ
ら

吉
田
の
風
物
を
油
彩
や
版
画
に
残
し
ま
し

た
。そ
の
一
つ「
吉
田
風
物
画
帖
」は
、版
画

に
詩
を
そ
え
た
56
枚
の
詞
画
集
で
、素
朴
な

詩
情
を
た
た
え
て
い
ま
す
。

　

真
民
さ
ん
は
吉
田
時
代（
昭
和
25
〜
31

年
）、朝
治
の
作
品
に
夢
中
に
な
り
ま
し
た
。

　

小
林
朝
治

　
　
　

わ
た
し
が
見
た
の
は

　
　
　

吉
田
風
物
詞
帖

　
　
　

吉
田
風
物
画
帖

　
　
　

信
濃
玩
具
版
画
集

　
　
　

小
林
朝
治
版
画
集

　
　
　

そ
の
他
木
彫
一
点

　
　
　

油
絵
三
点

　
　
　

版
画
数
枚

あ
な
た
は
眼
を
病
む
人
の
眼
を
治
し
た

愛
媛
県
吉
田
町
の
風
物
を
残
し
た

版
画
家･

小こ

林
ば

や

し

朝あ

さ

治じ

と
真
民
さ
ん

一
級
の
芸
術
や
文
芸
作
品
に
魅
せ
ら
れ
、感
動
を
詩
に
詠
ん
だ
真
民
さ
ん
。

そ
の
一
人
に
小
林
朝
治
と
い
う
版
画
家
が
い
ま
し
た
。

そ
う
し
て
あ
な
た
の
眼
は

常
に
澄
み
常
に
冴
え
常
に
物
を
見
詰
め
た

岸
田
劉
生
の
タ
ッ
チ
を
思
わ
せ
る
あ
な
た
の
絵
に
は

常
に
鑿の

み

で
鍛
え
た
鋭
さ
が
こ
も
っ
て
い
た

あ
あ
こ
の
四
、五
日
わ
た
し
は

あ
な
た
の
話
ば
か
り
し
て
い
た

あ
な
た
の
絵
を
版
画
を
探
し
て
ば
か
り
い
た

そ
う
し
て
と
う
と
う
今
日
は

あ
な
た
の
遺
作
数
点
を
探
し
あ
て
た
の
だ

全
く
知
ら
ぬ
人
の
宅う
ち

を
三
軒
尋
ね

食
事
中
の
人
の
家
で
版
画
一
つ

疲
れ
て
寝
て
い
る
人
を
起
こ
し
て
木
彫
一
点

店
の
仕
事
を
や
め
て
貰
っ
て

油
絵
や
版
画
集
を
一
度
に
見
せ
て
頂
い
た

そ
れ
に
あ
な
た
が
勤
め
て
い
た
病
院
の
外
科
室
に
は

も
う
一
点
作
品
が
あ
る
と
い
う

そ
れ
は
明
日
見
に
ゆ
こ
う

日
曜
画
家
と
あ
な
た
は
自
分
を
言
っ
た
が

ど
う
し
て
ど
う
し
て

あ
な
た
の
作
品
は
陸
離
と
し
て

今
で
も
鶴
の
よ
う
に
超
然
と

天
の
一
角
を
飛
ん
で
い
る

　

心
を
掴
ま
れ
た
も
の
を
追
い
求
め
る
真

民
さ
ん
の
、な
ん
と
大
き
な
熱
量
で
し
ょ
う
。

「
吉
田
海
蔵
寺
を
訪
ね
て 

小
林
朝
治
を
偲

ぶ
」で
は
次
の
よ
う
な
一
節
も
。

そ
の
夜
あ
な
た
の
最
後
の
さ
ま
を

人ひ
と
づ
て伝

に
聞
い
た
の
で
あ
る
が

一
服
の
鎮
静
剤
を
飲
ん
で
寝
た
せ
い
か

割
に
よ
く
眠
れ
て

あ
な
た
の
悲
哀
よ
り
も

あ
な
た
の
純
粋
さ
に

わ
た
し
は
強
く
心
ひ
か
れ
て
い
た

今
日
は
あ
な
た
が
勤
め
て
い
た
病
院
へ

あ
な
た
の
版
画
を
見
に
ゆ
こ
う

あ
な
た
の
悲
し
い
鑿
の
跡
よ
り
も

版
木
に
塗
り
つ
け
た

あ
な
た
の
ぎ
り
ぎ
り
の
美
心
に
触
れ
に
ゆ
こ
う

　

朝
治
は
吉
田
病
院
を
去
っ
て
故
郷･

須

坂
に
帰
り
、開
院
。昭
和
14
年
に
忽
然
と
こ

の
世
を
去
り
ま
し
た
。早
世
し
た
た
め
、生

前
、広
く
知
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、中
央
画
壇
に
異
彩
を
放
っ
た
版
画

は
、今
も
観
る
者
を
捉
え
ま
す
。真
民
さ
ん

は
朝
治
の
作
品
に
、相
通
じ
る
魂
を
見
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

朝
治
が
吉
田
で
版
画
を
作
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、愛
媛
出
身
の
版
画
家･

畦
地
梅
太

郎
の
影
響
だ
と
い
わ
れ
て
お
り
、そ
の
あ
た

り
も
含
め
て
朝
治
の
こ
と
は
松
山
出
身
の

画
商･

洲
之
内
徹
の「
気
ま
ぐ
れ
美
術
館 

帰
り
た
い
風
景
」に
書
か
れ
て
い
ま
す
。畦

地
梅
太
郎
も
ま
た
真
民
さ
ん
と
関
わ
り
が

あ
り
ま
す
が
、彼
に
つい
て
は
次
の
機
会
に
。

（
文
／
タ
ン
ポ
ポ
だ
よ
り
編
集
部　

森
）「吉田風物画帖」より転載　海蔵寺

須坂版画美術館（長野県須坂
市大字野辺1386-8 ☎026-
248-6633）は、小林朝治の版
画作品と、彼が全国の版画家た
ちとの交流により収集した作品
を、所蔵している。
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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〉　今年の特別展は、「坂村真民という生き方」を総
合的に捉え、坂村真民という詩人の全体像を詳細かつ分かりや
すく展示・解説しようと試みたものです。これまで5年間の蓄積と
新たな資料の発掘により、坂村真民の９７年の生涯を一枚のキャ
ンバスに描き切ろうという試みが、成功したかどうかは皆さんの
判断に委ねますので、どうかご来館くださり、この試みについてご
批評くだい。皆さんのご来館を心からお待ちしております。（西）

タンポポだより vol.24 春号
平成30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

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

「医療は人なり」の診療理念のもと
患者さま第一主義の歯科医療グループです。
国内にデンタルクリニック３1ヶ所、メディカルクリニック１ヶ所を展開し、
年間90万人の治療に携わっております。

新潟県

12

大阪府

2

福岡県

1 東京都

9

宮城県

8

徳 真 会

www.tokushinkai.or.jp

検 索

医療法人 徳真会グループ

＊ 歯科訪問診療　　＊ 保育施設併設

新潟 宮城 東京

大阪

福岡

Ni igata Miyagi Tokyo

Osaka

Fukuoka

松村歯科 新潟診療所 ☎025-201-1885
松村歯科 新津診療所 ＊ ☎0250-24-6688
おぎかわ歯科 ☎0250-23-4880
まつむらデンタルクリニック 水原診療所 ☎0250-62-2151
まつむらデンタルクリニック 津川診療所 ☎0254-92-0150
松村歯科 関川診療所 ＊ ☎0254-64-1201
しらとり歯科 ☎0256-72-1771
松村歯科 長岡診療所 ☎0258-28-4108
まつむら第二歯科 ☎0258-31-7202
まつむら歯科 柏崎診療所 ☎0257-20-0310
まつむら歯科 高田診療所 ☎025-521-6780
松村歯科 上越診療所 ☎025-522-6001

名取デンタルクリニック ☎022-381-0921
青葉デンタルクリニック ☎022-348-2125
青葉第二歯科 ☎022-348-1085
青葉西デンタルクリニック ＊  ☎022-302-7087
利府デンタルクリニック ☎022-766-4130
いずみデンタルクリニック ☎022-253-1588
石巻デンタルクリニック ☎0225-25-5088
あすと長町デンタルクリニック ＊ ☎022-399-6688

USTIINY DENTAL INSTITUTE ＊ ☎03-6431-8633
松村歯科 駒込診療所 ☎03-3949-8818
まつむら歯科 立川診療所 ☎042-538-1088
わかば台デンタルクリニック ＊ ☎042-350-5671
練馬高野台デンタルオフィス 練馬訪問歯科センター ＊ ☎03-5923-1167
徳真会クオーツタワー 総合案内 ☎03-6362-6688
・クオーツホワイトデンタルクリニック 3F ☎03-6362-6683
  （オーラルケア、ホワイトニング）
・青山クオーツデンタルクリニック 4F・5F ☎03-6362-6688
・クオーツデンタルクリニック 7F ☎03-6362-6688
・クオーツメディカルクリニック 8F ☎03-6362-6680
  （内科、皮膚科）

みのおデンタルクリニック ☎072-749-2080
江坂第二歯科 ☎06-6310-7660

はかた中央歯科 ＊ ☎092-892-5134


