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「
思
索
ノ
ー
ト
」の
表
題
か
ら
そ
の
想
い
を
探
る

〈
前
編
〉

【
第
二
十
五
回
】 

心
の
う
ち
を
つ
ぶ
さ
に
記
し
た
９
７
６
冊
の
記
録

　

坂
村
真
民
は
、昭
和
26
年
７
月
か
ら
平

成
17
年
３
月
ま
で
の
54
年
間
に
わ
た
り
、毎

日
の
出
来
事
に
対
す
る
想
い
や
そ
の
日
読

ん
だ
本
の
感
想
、感
動
し
た
部
分
の
複
写
、

手
紙
に
対
す
る
想
い
と
返
事
、詩
の
原
稿
等

を
、大
学
ノ
ー
ト
に
ペ
ン
や
万
年
筆
で
び
っ
し

り
と
書
き
残
し
て
い
ま
す
。ノ
ー
ト
の
数
は

９
７
６
冊
に
も
な
り
、こ
の
記
念
館
の
収
蔵

庫
の
書
架
に
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
思
索
ノ
ー
ト
」に
は
題
名
が
付
け
ら
れ

て
い
る
の
で
す
が
、題
名
に
も
真
民
の
想
い

が
込
め
ら
れ
て
お
り
、そ
の
時
々
の
精
神
と

置
か
れ
て
い
た
状
況
を
反
映
し
た
題
名
に

な
っ
て
い
ま
す
。例
え
ば
、こ
の
ノ
ー
ト
は
そ

も
そ
も
吉
田
高
校
に
転
勤
と
な
り
、学
校

の
近
く
の
大
乗
寺
で「
参
禅
す
る
」こ
と
を

決
意
し
、そ
の
記
録
を
書
き
留
め
る
た
め
に

書
き
初
め
た
も
の
で
、１
冊
目
か
ら
４
冊
目

ま
で
は「
参
禅
録
」と
い
う
題
名
が
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

毎
日
の
参
禅
記
録
と
し
て
、何
時
に
起
き

て
何
時
か
ら
何
時
ま
で
参
禅
し
、老
師
か

ら
提
唱
を
受
け
た
時
は
そ
の
内
容
と
自
分

の
想
い
を
細
か
く
記
述
し
て
い
ま
す
。

　

５
冊
目
か
ら
９
冊
目（
昭
和
27
年
３
月
か
ら

８
月
）ま
で
の
ノ
ー
ト
の
題
名
は「
照
心
録
」

と
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
て
、改
名
の
理
由
と

し
て「
白
隠
禅
師
が
常
に
佛
祖
の
経
巻
語

録
を
座
右
に
置
い
て
、『
心
照
古
教　

古
教

照
心
』の
語
を
以
て
自
己
の
箴
誠
と
さ
れ
て

い
た
と
い
う
一
句
を
頂
い
て
で
あ
る
」と
書
い

て
い
ま
す
。ノ
ー
ト
の
内
容
は
、大
乗
寺
で
の

参
禅
記
録
と
経
典
の
解
説
書
を
写
し
た
も

の
が
多
く
な
って
き
て
い
ま
す
。

　

10
冊
目
か
ら
14
冊（
昭
和
27
年
８
月
か
ら
28

年
３
月
）ま
で
の
題
名
は「
サ
ン
マ
ヤ
日
録
」

と
付
け
ら
れ
ま
し
た
。真
民
は
三
瓶
時
代

か
ら
吉
田
に
移
っ
て
以
後
も
、個
人
詩
誌
と

し
て「
ペ
ル
ソ
ナ
」を
発
行
し
て
い
ま
し
た

が
、こ
の
時
期
に
題
名
を「
サ
ン
マ
ヤ
」に

変
更
し
ま
し
た
。サ
ンマ
ヤ
創
刊
号
に
は「
い

ま
私
は
釈
尊
に
支
え
ら
れ
て
生
き
る
と
こ

ろ
ま
で
漸
く
辿
り
つ
い
た
。（
中
略
）私
の
こ

の
小
さ
な
詩
誌
サ
ン
マ
ヤ
も
偉
大
な
人
に

捧
ぐ
る
私
の
貧
し
い
散
華
で
あ
る
。」と
書

い
て
い
ま
す
が
、大
乗
寺
で
の
参
禅
修
行
で

釈
尊
に
よ
り
近
づ
い
た
こ
と
に
よ
り
、「
サ
ン

マ
ヤ
」と
い
う
言
葉
を
大
切
に
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
時
期
真
民
は
、自
分
の
部
屋
を「
サ

ン
マ
ヤ
草
堂
」と
名
付
け
た
り
、点
訳
奉
仕

の
グ
ル
ー
プ
の
名
前
を「
サ
ン
マ
ヤ
グ
ル
ー

プ
」と
付
け
、「
サ
ン
マ
ヤ
」（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
で
、真
理
、自
由
、平
等
と
い
う
意
味
を
持

つ
言
葉
）と
い
う
言
葉
に
思
い
入
れ
が
あ
り

ま
し
た
。

　

15
冊
目
か
ら
30
冊
目（
昭
和
28
年
４
月
か
ら

昭
和
30
年
10
月
）ま
で
は「
眞
證
録
」と
い
う

題
名
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。最
初
の
ノ
ー

ト
の
表
紙
裏
に
は
、「
幸
く
ば
佛
信
明
し
た
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ま
へ
是
我
眞
證
な
り
」と
い
う
嘆
佛
偈
の
言

葉
が
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、こ
こ
か
ら
採

っ
た
言
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。４
月
８

日
の
降
誕
會
の
日
に
書
き
始
め
ら
れ
て
お

り
、「
大
乗
寺
の
本
堂
で「
嘆
佛
偈
」を
唱

え
、仏
縁
の
あ
り
が
た
さ
を
独
り
淡
々
と
思

っ
て
い
た
。」と
も
書
い
て
い
ま
す
。こ
の
思

い
か
ら
題
名
の
変
更
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

昭
和
30
年
10
月
か
ら
昭
和
31
年
４
月
ま

で
は
、左
目
の
失
明
に
続
き
内
臓
の
病
気
に

罹
り
、学
校
を
休
ん
で
自
宅
療
養
し
て
い
ま

し
た
の
で
、ノ
ー
ト
は
中
断
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
31
年
３
月
に
は
病
が
癒
え
て
、４
月

に
宇
和
島
東
高
校
に
転
勤
と
な
り
、ノ
ー
ト

も
再
開
さ
れ
ま
し
た
。31
冊
目
か
ら
38
冊

目（
昭
和
31
年
５
月
か
ら
昭
和
32
年
７
月
）が「
サ

ン
マ
ヤ
日
録
」と
い
う
題
名
に
な
っ
た
の
は
、

ノ
ー
ト
の
中
身
が
坐
禅
を
中
心
に
し
た
記

述
に
戻
って
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

39
冊
目
か
ら
41
冊
目（
昭
和
32
年
７
月
か
ら

10
月
）は「
サ
ン
マ
ヤ
行
願
録
」と
変
更
さ
れ

て
い
ま
す
。ノ
ー
ト
の
最
初
の
日
に「
こ
の
サ

ン
マ
ヤ
日
録
も
今
日
か
ら
サ
ン
マ
ヤ
行
願
録

と
し
た
。行
願
の
意
義
を
思
え
。願
に
生
き

る
だ
け
で
は
な
い
。実
践
す
る
の
だ
。行
為

な
く
し
て
何
の
価
値
が
あ
ろ
う
か
。」と
書

か
れ
て
い
る
の
が
、理
由
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、42
冊
目
か
ら
45
冊
目（
昭
和
32
年

10
月
か
ら
昭
和
33
年
２
月
）は「
詩
眼
窟
日
記
」

と
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。41
冊
目
の
ノ
ー
ト

の
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
、「
き
ょ
う
か
ら
こ
の
北

窓
し
か
開
い
て
な
い
わ
た
し
の
部
屋
を
新
た

に
詩し
げ
ん
く
つ

眼
窟
と
名
づ
け
よ
う
。こ
の
洞
窟
の
よ

う
な
部
屋
で
い
く
つ
か
の
詩
を
つ
く
って
ゆ
こ

う
。わ
た
し
は
も
と
も
と
洞
窟
が
好
き
な
の

だ
。サ
ン
マ
ヤ
堂
よ
さ
よ
う
な
ら
」と
か
か
れ

て
い
ま
し
た
。

　

42
冊
目
の
ノ
ー
ト
に
は「
四
十
二
冊
目
の

こ
の
ノ
ー
ト
か
ら
詩し
げ
ん
く
つ

眼
窟
日
記
と
す
る
。サ

ン
マ
ヤ
堂
と
も
い
よ
い
よ
お
別
れ
だ
。サ
ン
マ

ヤ
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
も
つ
広
大
な
意

味
が
、ず
い
ぶ
ん
わ
た
し
を
成
長
さ
せ
て
く

れ
た
。こ
こ
ろ
か
ら
感
謝
し
よ
う
。詩
眼
窟

と
し
て
も
、サ
ン
マ
ヤ
の
精
神
は
ま
す
ま
す

堅
持
し
て
ゆ
く
つ
も
り
だ
が
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
い
け
な
い
。（
中
略
）サ

ンマ
ヤ
堂
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
吉
田
時
代

の
も
の
で
あ
っ
た
。こ
こ
に
き
て
も
う
一
年
余

に
な
る
。こ
の
二
畳
の
屋
根
裏
の
世
界
か
ら
、

何
を
創
造
す
る
か
。そ
の
気
構
え
が
、今
よ

う
や
く
熟
し
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

詩
眼
は
詩
元
だ
。根
源
に
肉
迫
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

46
冊
目（
昭
和
33
年
２
月
）は「
詩
眼
窟
サ

ン
マ
ヤ
堂
日
録
」。47
冊
目（
同
年
４
月
）

は「
詩
眼
窟
サ
ン
マ
ヤ
日
録
」
。48
冊
目

（
同
年
４
月
）は
「
詩
眼
窟
サ
ン
マ
ヤ
日

記
」
。49
冊
目（
同
年
５
月
）は「
サ
ン
マ

ヤ
・ノ
ー
ト
」と
１
冊
ご
と
に
題
名
が
替
わ

っ
て
い
ま
す
。

　

50
冊
目
か
ら
51
冊
目（
昭
和
33
年
６
月
か
ら

８
月
）は「
眞
民
ノ
ー
ト
」と
変
更
さ
れ
て
い

ま
す
。ノ
ー
ト
に
は「
サ
ンマ
ヤ
堂
も
詩
眼
窟

も
衒（
て
ら
）っ
た
感
じ
が
し
て
な
ら
な
い
。

詩
眼
窟
の
標
札
も
お
ろ
そ
う
。」と
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
頃
の
真
民
は
、体
調
も
悪
く
、精
神

的
に
も
非
常
に
不
安
定
な
状
態
が
続
い
て

い
た
よ
う
で
す
。

　

吉
田
か
ら
宇
和
島
に
変
わ
っ
て「
大
乗

寺
」と
い
う
心
の
支
柱
を
失
っ
て
い
た
こ
と

も
大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。そ
う
し
た

生
活
の
状
態
が
１
冊
ご
と
に
題
名
を
変
え

て
い
る
原
因
で
あ
る
と
推
察
し
ま
す
。

　

ま
た
、こ
の
年
の
７
月
30
日
に
、学
校
へ
自

転
車
で
通
勤
途
中
、バ
ス
を
よ
け
損
ね
て
側

溝
に
落
ち
て
、目
の
上
を
数
針
縫
う
大
怪

我
を
し
ま
す
。病
院
で
手
当
て
を
し
て
も
ら

っ
て
、し
ば
ら
く
家
で
療
養
し
て
い
た
の
で

す
が
、な
か
な
か
痛
み
が
取
れ
ず
、こ
の「
ノ

ー
ト
」も
８
月
か
ら
中
断
さ
れ
、10
月
に
再

開
さ
れ
た
の
で
し
た
。　　
　
　

  

（
続
く
）
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こ
の
詩
は
、昭
和
42
年
真
民
58
歳
の
時

の
詩
で
す
。吉
田
高
校
で
の
最
後
の
教
員

生
活
を
終
え
、４
月
か
ら
松
山
で
の
第
二
の

新
聞
の
コ
ラ
ム
に
触
発
さ
れ
て
作
る

「
真
民
流
」

人
生
が
始
ま
る
そ
の
年
の
１
月
23
日
に
書

か
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
の
自
分
の
生
き

方
を
、自
分
自
身
に
向
か
っ
て
示
し
て
い
る

詩
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
日
の「
詩
記
」に
は
、

京
都・安
泰
寺
の
内
山
興
正
老
師
が「
毎
日

新
聞
」に
連
載
さ
れ
て
い
た
沢
木
興
道
老

師
の「
法
句
」の
解
説
文
の
記
事
が
貼
り
付

け
ら
れ
、そ
の
記
事
の
下
に「
染
ま
る
こ
と

は
よ
く
な
い
。と
く
に
染
ま
っ
て
汚
れ
る
こ

と
は
よ
く
な
い
、サ
ラ
リ
サ
ラ
リ
と
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。で
き
る
だ
け
私
は
私

流
に
生
き
た
い
と
思
う
。」と
い
う
言
葉
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

実
は
、こ
の
日
の
沢
木
興
道
老
師
の「
法

句
」は
、「
仏
法
で
一
番
イ
ヤ
ラ
シ
イ
と
す

る
の
は
染ぜ
ん
な汚

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。重
役
と

か
、社
長
と
か
会
長
と
か
ー
そ
う
い
う
顔
を

す
る
の
が
染
汚
で
あ
る
。こ
の
染
汚
が
清
め

ら
れ
る
こ
と
ー
そ
れ
が
祇し

管か
ん
で
あ
る
」と
い

う
も
の
で
、こ
の
法
句
の
解
説
を
、内
山
興

正
老
師
は
、妙
心
寺
派
管
長
の
古
川
大
航

老
師
が
沢
木
興
道
老
師
の一
周
忌
の
数
日

前
に
安
泰
寺
に
見
え
ら
れ
た
時
の「
肩
書
と

は
、あ
ま
り
に
似
つ
か
な
い
立
ち
振
る
舞
い
」

●期間 平成30年
　6月23日（土）～10月14日（日）
●場所 坂村真民記念館
　坂村真民は、すべての詩集と随
筆集にその時その時の想いを込め
た言葉を「表紙の裏」に「扉書き」
をしています今回の企画展は、その
「扉書き」について、真民直筆の
書とその「扉書き」の言葉の出典と
なる「真民詩」を展示するとともに、
「扉書き」に対する真民の想いと
願いはどのようなものであったのか
をパネルで展示しています。

記念館からのお知らせ

に
感
心
し
た
こ
と
を
例
に

し
て
、「
不
染
汚
」の
難
し

さ
を
書
か
れ
て
い
る
の
で

す
。

　

真
民
は
、こ
の
内
山
興

正
老
師
の
記
事
に
触
発
さ

れ
て
、こ
の「
真
民
流
」と

い
う
詩
を
作
っ
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、心
機
一
転
、新
し

い
土
地
で
の
新
し
い
生
活

が
始
ま
る
の
を
契
機
と
し

て
、「
真
民
流
」の
生
き
方

を
し
よ
う
と
い
う
、真
民

の
願
い
と
決
意
が
込
め
ら

れ
た
詩
で
あ
る
と
言
え
ま

す
。

　

さ
ら
に
、こ
の
詩
の「
と

も
か
く
人
ま
ね
せ
ず　

独

自
の
生
き
方
を
し
よ
う
」

と
い
う
言
葉
は
、こ
の
後
の

真
民
詩
に
よ
く
出
て
く
る

「
ど
ん
な
小
さ
な
花
で
い

い
。自
分
の
花
を
咲
か
せ

よ
う
。」と
い
う
真
民
の
生

き
方
を
最
初
に
詠
っ
た
詩

な
の
で
す
。

企画展「坂村真民詩集の扉書き
～真民が詩集に込めた想いと言葉～」



 

◆
飾
り
気
の
な
さ
に
惹
か
れ
る

　

松
山
に
暮
ら
し
て
い
た
昭
和
50
年
こ
ろ
、

真
民
フ
ァ
ン
だ
っ
た
知
人
に
誘
わ
れ
て
砥
部

の
タ
ン
ポ
ポ
堂
を
訪
ね
た
の
が
、真
民
先
生

に
お
会
い
し
た
最
初
で
し
た
。

　

詩
の
印
象
そ
の
ま
ま
の
、「
飾
り
気
の
な

い
純
粋
な
方
」と
い
う
初
印
象
は
終
生
変

わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。著
名
な
方
な
の
に
全

く
偉
そ
う
な
と
こ
ろ
が
な
い
。そ
ん
な
お
人

柄
と
と
も
に
、仏
教
詩
人
ら
し
い
敬
虔
さ
に

も
惹
か
れ
ま
し
た
。

　

平
成
元
年
に
、高
校
教
師
だ
っ
た
平
岡
英

樹
先
生
の
呼
び
か
け
で
、真
民
詩
を
読
む
会

が
で
き
ま
し
た
。宇
和
島
と
ゆ
か
り
の
深
い

真
民
先
生
の
詩
碑
建
立
を
実
現
す
る
た
め

に
も
、真
民
詩
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が

大
切
と
の
思
い
か
ら
で
し
た
。平
岡
先
生
と

は
写
経
と
座
禅
の
会
で
ご
一
緒
で
し
た
の

で
、私
も
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

◆
俳
句
に
も
通
じ
る﹁
無
心
﹂

　

一
番
好
き
な
詩
は
、濁
り
の
な
い
無
心
な

花
に
蝶
は
集
う
と
い
う「
花
無
心
」で
す
。濁

り
の
な
い
心
は「
素
直
さ
」そ
の
も
の
。

　

俳
句
を
始
め
て
50
年
近
く
に
な
り
ま
す

が
、最
初
に
師
事
し
た「
渋
柿
」の
佐
伯
巨

星
塔
先
生
か
ら
真
っ
先
に
い
た
だ
い
た「
俳
句

は
ひ
ね
る
も
の
で
は
な
く
、素
直
な
心
で
作

る
も
の
」と
い
う
言
葉
に
打
た
れ
た
私
は
、以

来
、素
直
な
心
で
句
を
作
る
こ
と
を
心
が
け

て
き
ま
し
た
。そ
の
意
味
で
も
、無
心
を
尊

び
、真
剣
に
真
民
詩
と
向
き
合
う
タ
ン
ポ
ポ

会
で
の
30
年
は
、私
の
句
に
良
い
影
響
を
与

え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

◆
詩
に
よ
っ
て
磨
か
れ
る
人
柄

　

会
発
足
の
翌
年
、宇
和
津
彦
神
社
の
上

に
あ
る
愛
宕
公
園
に「
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら

く
」の
真
言
碑
が
建
ち
、翌
平
成
３
年
に

は
、吉
田
の
海
蔵
寺
に
も
建
立
し
ま
し
た
。

vol.25

真民詩を読む会「タンポポ会」が宇和島に誕生して、今年で30年になる。真民先生を顕彰
する会の中で、これほどの長寿を保つ会は珍しいそうだ。同会のまとめ役である三原さん
が、会の歴史や真民先生の魅力などを語った。

花に引き寄せられる蝶のようです

平成２年、タンポポ堂にて

会のメンバーは現在10名。数年前まで、愛宕
公園で掃除を兼ねたお花見を楽しんだ

会員の手で海蔵寺に建てられた
真言碑

三
み

原
はら

 美
み か

加 さん（83歳）

　

タ
ン
ポ
ポ
会
は
毎
月
１
回
、宇
和
島
の
泰

平
寺
で
開
き
ま
す
。泰
平
寺
の
ご
住
職
に

は
当
初
か
ら
大
変
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
、

感
謝
の
言
葉
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

会
で
は『
坂
村
真
民
全
詩
集
』（
全
８

巻
）を
一
人
１
頁
ず
つ
朗
読
し
ま
す
。現

在
、６
巻
目
に
入
り
ま
し
た
。朗
読
後
に
感

想
を
語
り
合
う
の
で
す
が
、脱
線
し
た
り

道
草
を
く
っ
た
り
と
、と
て
も
に
ぎ
や
か
。

話
が
あ
ま
り
逸
れ
る
と
、「
ず
い
ぶ
ん
遠
足

し
た
か
ら
、そ
ろ
そ
ろ
宇
和
島
に
戻
ろ
う
か

（
笑
）」な
ん
て
言
い
な
が
ら
、話
を
引
き
戻

す
ん
で
す
。

　
い
つ
も
、穏
や
か
で
明
る
い
気
持
ち
で
帰

路
に
つ
き
ま
す
。先
生
の
詩
に
よ
っ
て
、知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
私
た
ち
の
人
柄
が
磨

か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。こ
ん
な
素
敵
な
出

会
い
を
も
た
ら
し
て
く
だ
さ
っ
た
真
民
先
生

に
感
謝
し
て
い
ま
す
。私
た
ち
は
、真
民
先

生
と
い
う
花
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
蝶
々
か

も
し
れ
ま
せ
ん（
笑
）。
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人間・坂村真民にスポット

ミュージカル「しんみんさん」
好評のうちに幕を閉じる

コーヒー
ブレイク

東温市の小劇場「シアターＮＥＳＴ」のこけら落とし公演と
して、４月29・30日にミュージカル「しんみんさん」が上演
された（主催／アートヴィレッジとうおん、企画・制作／坊っちゃん
劇場、協力／坂村真民記念館）。坂村真民の人生と詩をテー
マにした唄あり踊りありの舞台は好評で、計４回公演の
チケットはほぼ完売となった。

◆一流のスタッフが集結
　東温アートヴィレッジセンター「シアターＮＥＳＴ」は、東温市
が推進する「アートヴィレッジとうおん構想」の活動拠点として
本年４月１日にオープン。共同事業体「アートヴィレッジとうお
ん」が運営管理にあたる。
　「シアターＮＥＳＴ」のこけら落とし公演となったのが、坊っ
ちゃん劇場の企画・制作、忠の仁作・演出、山本太郎・音楽に
よる「しんみんさん」だ。
　忠の氏は東京で数々のミュージカルや舞台への出演ととも
に、演出や脚本・訳詞なども手がけており、昨年、演出を担当
した砥部町民ミュージカル「シンパシーライジング」は好評を
博した。その後、「アートヴィレッジとうおん構想」に関わるため
に東京から移り住み、市の地域おこし協力隊の一員として
芸術活動に携わっている。音楽の山本氏も、県内で数々の
市民・町民ミュージカルに関わってきた。また、３人の出演者も
坊っちゃん劇場所属と、こけら落としにふさわしい一流スタッフ
による上演となった。
◆聖人君子ではない真民像を
　忠の氏が真民さんをテーマにした経緯は、数年前、作詞や
訳詞の参考にと購入した10冊ほどの詩集に坂村真民詩集
が含まれていたことに始まる。「言葉の選び方、韻の踏み方、
リズム感などがすごくいい。うまいなぁ」。加えて、宗教詩人と
いわれるが、少しも宗教的なにおいがせず、深い内容を優し
い言葉で綴っている。そんなところにも惹かれた。

　真民詩との再会は、
昨年の砥部町民ミュー
ジカルがきっかけだっ
た。演出の下見で砥部
を訪れたときに真民記
念館の存在を知り、そ
れからは時間をみつけ
ては記念館を訪ねた。
西澤館長から詳しい話
を聞くにつれ、芝居にし

たいという思いが膨らんでいったという。
　こけら落とし公演が決まり、「よくいわれる聖人君子像では
なく、真民さんの人間的な魅力を描きたい」と、今まであまり描
かれることのなかった少年時代のいじめのシーンなど、独自
の視点で脚本を完成させた。
◆劇中劇に込められた詩の数々
　66席という小劇場での約45分の公演は、架空の砥部町民
劇団「ハムレットの独り言」の稽古場を舞台に展開する。
　子ども時代に受けたいじめによって育まれた負けじ魂、「飯
台」を買うことのできた家族の喜び、そして病床の妹を思う

「かなしみはいつも」など、数々の真民詩が、歌と踊りを交え
た劇中劇やセリフに織りこまれる。当初はちぐはぐだった３人
の思いはしだいにまとまっていき、３人で記念館に行こうという
セリフで幕を閉じる。
　人間味あふれる真民さんが多彩な切り口で描かれ、客席
と舞台が一体となった芝居に惜しみない拍手が贈られた。今
回の公演を客席で見守った真民さんの長女・梨恵子さんは、

「父は、自分が死んだら飛天となって、世界中を飛び回りたい
と申しておりました。今日も劇場の片隅で嬉しそうに観ていた
ことと思います」と感謝の言葉を述べた。
　忠の氏は、「真民さんの人生を45分で描くのは難しかった。
この作品をもっと膨らませたい」と今後への意欲をみせた。

ミュージカル「しんみんさん」のあらすじ
砥部町民劇団「ハムレットの独り言」の団員３人が、演出
家から坂村真民のことを調べるよう指示される。以前から
その厳しい姿勢に憧れていた作家志望の田辺、真民さんを
「愛の詩人」とみる女性団員の加納、そして「聖人君子み
たいな人がテーマで面白い芝居ができるのか」と否定的な
横尾。調査は難航が予想されたが、真民さんの人生と詩を
見つめ直すことで、しだいに3人の気持ちがまとまっていくと
ともに、それぞれが新たな気持ちで歩み始める。

※このミュージカルは、今後県内の学校への巡回公演が予定されています。各市町のホール等でも公演する計画がありますので、是非ご覧ください。

（タンポポだより編集部／太田）

（写真提供／アートヴィレッジとうおん）
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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〉　次回の企画展は、「坂村真民詩集の扉書き」
を特集しました。生涯(生存中)に真民が出した本は５７冊ありま
す。これらすべての本に、真民は精魂込めて「扉書きの言葉」
を考え、タンポポ堂から発送するすべての本に墨で扉書きを書
いて送りました。その「扉書きの言葉」の意味と出典を繙き、真
民がその言葉に込めた想いを解説展示する予定です。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.25 夏号
平成30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

「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３2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

2
※2018年7月
オープン予定

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　　＊ 保育所併設

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

目黒歯科クリニック ＊ ☎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
春日デンタルクリニック（2018年7月オープン） ＊ ☎092-595-6688


