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「
思
索
ノ
ー
ト
」の
表
題
か
ら
そ
の
想
い
を
探
る

〈
後
編
〉

【
第
二
十
六
回
】 

心
の
う
ち
を
つ
ぶ
さ
に
記
し
た
９
７
６
冊
の
記
録

　

２
か
月
の
中
断
の
後
、ノ
ー
ト
が
再
開
さ

れ
ま
す
。こ
の
間
真
民
は
、一
遍
上
人
に
関

す
る
本
を
読
み
続
け
、一
遍
上
人
の
生
き
方

と
そ
の
思
想
に
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
す
。

　

52
冊
目
か
ら
59
冊
目（
昭
和
33
年
10
月
か
ら

昭
和
34
年
５
月
）は「
た
ん
ぽ
ぽ
日
記
」に
題

名
が
替
わ
り
、そ
の
最
初
の
ペ
ー
ジ
に
は「
今

朝
か
ら「
タ
ン
ポ
ポ
日
記
」を
更
新
し
て
、私

の
精
進
の
跡
を
書
き
残
そ
う
と
思
う
。」と

書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

60
冊
目
か
ら
63
冊
目（
昭
和
34
年
５
月
か
ら

７
月
）は「
眞
民
日
録
」と
変
更
さ
れ
て
い
ま

す
。ノ
ー
ト
に
は「
今
迄
書
い
た
の
を
か
え
り

み
て
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
る
。自
分
で
は
進

歩
し
て
い
る
と
思
っ
て
も
、ち
っ
と
も
進
歩
し

て
い
な
い
。（
中
略
）一
体
ど
う
し
た
ら
、本
当

の
も
の
が
書
け
る
だ
ろ
う
か
。六
十
冊
目
の
こ

の
ノ
ー
ト
か
ら
、眞
民
日
録
と
し
た
。た
ん
ぽ

ぽ
と
い
う
言
葉
に
甘
さ
を
感
じ
た
か
ら
で
あ

る
。わ
た
し
は
、わ
た
し
に
つ
き
ま
と
う
甘
さ

を
絞
り
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
。」と
書
か
れ
て

い
ま
す
。

　

64
冊
目
か
ら
78
冊
目（
昭
和
34
年
７
月

か
ら
11
月
）は「
真
民
日
暦
」と
変
更
さ
れ
、

「
六
十
四
号
か
ら
、眞
民
日
暦
と
し
た
。と

も
か
く
日
録
で
あ
って
は
な
ら
な
い
。日
暦
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。日
記
は
た
だ
の
記
録

で
は
駄
目
だ
。日
記
は
生
命
体
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
。日
々
生
長
し
て
ゆ
く
暦
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

79
冊
目
か
ら
１
１
４
冊
目（
昭
和
34
年
11
月

か
ら
昭
和
35
年
９
月
）は「
暁
天
録
」に
変
わ
り
、

「
わ
た
し
は
暁
天
に
生
き
る
詩
人
―
い
や
生

き
よ
う
と
す
る
詩
人
で
あ
る
。暁
天
だ
け
が

わ
た
し
を
生
か
し
、わ
た
し
を
人
間
ら
し
く

し
て
く
れ
る
。（
中
略
）あ
く
ま
で
日
暦
で
は
な

い
の
で
、こ
の
次
か
ら
は
暁
天
録
と
し
た
い
の

で
あ
る
。度
々
変
わ
る
け
れ
ど
も
、こ
れ
も
自

己
の
未
熟
さ
か
ら
く
る
迷
い
の
表
れ
か
も
知

れ
な
い
。」と
書
い
て
い
ま
す
。

　

１
１
５
冊
目
か
ら
１
３
６
冊
目（
昭
和
35
年

９
月
か
ら
昭
和
36
年
７
月
）は「
タ
ン
ポ
ポ
堂

日
記
」と
変
更
さ
れ
ま
し
た
。「
み
ん
な
が
気

楽
に
遊
び
に
く
る
、そ
ん
な
堂
舎
を
建
て
た

い
。お
茶
を
の
み
あ
っ
た
り
、は
な
し
を
し
た

り
、と
き
に
は
酒
を
の
み
あ
っ
た
り
す
る
、そ

ん
な
小
さ
な
家
を
建
て
た
い
。た
ん
ぽ
ぽ
堂

と
名
づ
け
て
、遠
く
か
ら
き
た
人
を
と
め
た

り
も
し
た
い
。い
つ
か
な
し
と
げ
た
い
わ
た
し

の
楽
し
い
夢
の
一
つ
で
あ
る
。」と
書
か
れ
て

お
り
、こ
の
後
も「
タ
ン
ポ
ポ
堂
」へ
の
想
い
が

数
日
に
わ
た
って
書
き
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

１
３
７
冊
目
か
ら
１
４
０
冊
目（
昭
和
36
年

７
月
か
ら
８
月
）は「
え
と
ら
ん
じ
ぇ
日
記
」

と
変
更
さ
れ
、『
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し

て
往
き
か
ふ
年
も
旅
人
な
り
』と
い
う
松
尾

芭
蕉
の「
お
く
の
ほ
そ
道
」の
有
名
な
冒
頭

の
文
を
書
き
、「
月
も
日
も
年
も
新
し
く
な

る
の
が
旅
だ
。“
え
と
ら
ん
じ
え
”は
き
っ
と

私
を
新
し
く
再
生
さ
せ
て
く
れ
る
に
ち
が
い
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な
い
。西
行
―
芭
蕉
の
系
譜
を
辿
る
の
だ
。

本
当
の
詩
人
真
民
と
し
て
新
し
い
旅
に
出
よ

う
。旅
人（
え
と
ら
ん
じ
え
）は
身
軽
で
あ
る

こ
と
だ
。」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

１
４
１
冊
目
か
ら
１
５
９
冊
目（
昭
和
36

年
８
月
か
ら
昭
和
37
年
２
月
）は「
白
道
日
記
」

と
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。ノ
ー
ト
に
は
、「
白

道
日
記
と
す
る
と
、そ
れ
だ
け
で
も
う
筋
金

が
入
り
、目
的
も
は
っ
き
り
す
る
。え
と
ら
ん

じ
え
に
は
ど
こ
か
に
伊
達
者（
ダ
ン
デ
ィ
）な

と
こ
ろ
が
あ
る
。む
ろ
ん
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い

が
、世
尊
の
道
の
こ
と
を
考
え
る
と
そ
ん
な

処
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
、せ
っ
か
く
自
分
の

道
を
見
出
そ
う
と
す
る
心
に
ゆ
る
み
が
生

じ
た
り
、ま
た
弱
い
わ
た
し
に
ど
ん
な
魔
が

近
よ
っ
て
こ
な
い
と
も
限
ら
な
い
。（
中
略
）今

暁
か
ら
白
道
日
記
と
す
る
の
だ
。こ
れ
は
え

と
ら
ん
じ
え
日
記
か
ら
の
更
に一
段
の
飛
躍

と
考
え
て
よ
い
。」と
書
か
れ
て
い
る
。

　

１
６
０
冊
目
か
ら
１
８
６
冊
目（
昭
和
37
年

２
月
か
ら
10
月
）は「
タ
ン
ポ
ポ
堂
日
記
」と

変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。ノ
ー
ト
に
は
、か
って
の

教
え
子
か
ら
手
紙
が
来
て
、先
生
の
詩
は
私

た
ち
の
世
界
を
越
え
て
遠
く
へ
行
っ
て
し
ま

わ
れ
た
、と
書
か
れ
て
い
た
の
を
見
て
、「
自
分

で
も
わ
か
ら
ず
何
か
を
求
め
て
遠
い
旅
に
出

た
の
で
す
が
、ま
た
帰
っ
て
き
ま
す
。あ
な
た

方
の
側
に
い
つ
も
い
る
私
に
な
り
ま
す
。（
中

略
）自
分
が
仏
に
な
ろ
う
と
か
観
音
に
な
ろ

う
と
か
そ
ん
な
こ
と
は
ま
ち
が
っ
て
い
た
。み

ん
な
の
人
が
仏
に
な
る
よ
う
に
観
音
に
な
る

よ
う
に
念
仏
し
称
名
す
る
こ
と
だ
。（
中
略
）

き
ょ
う
の
こ
の
大
転
回
を
記
念
と
し
て
タ
ン

ポ
ポ
堂
日
記
と
し
よ
う
か
。そ
の
方
が
た
の

し
い
よ
う
だ
。」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

１
８
７
冊
目
か
ら
２
１
５
冊
目（
昭
和
37
年

10
月
か
ら
昭
和
38
年
５
月
）は「
詩
国
日
誌
」と

変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。ノ
ー
ト
に
は
、吉
田
か

ら
宇
和
島
に
転
勤
し
て
き
て
ず
っ
と
詩
が
作

れ
な
い
ス
ラ
ン
プ
状
態
が
続
い
て
き
た
が
、や

っ
と
解
消
さ
れ
た
こ
と
を「
ど
こ
か
遠
い
処
へ

行
って
い
た
詩
心
が
帰
って
き
た
。『
詩
国
』を

（
こ
の
年
の
７
月
に
）創
刊
し
な
が
ら
も
、詩
そ
の

も
の
は
帰
って
い
な
か
っ
た
。そ
れ
が
今
暁
帰
っ

て
き
た
の
だ
。」と
書
い
て
い
ま
す
。

　

２
１
６
冊
目
か
ら
２
２
１
冊
目（
昭
和
38
年

５
月
か
ら
昭
和
38
年
７
月
）は「
詩
根
」、２
２
２

冊
目
か
ら
２
２
４
冊
目（
昭
和
38
年
７
月
か
ら

８
月
）は「
詩
国
帖
根
」と
変
わ
り
、２
２
５
冊

目（
昭
和
38
年
８
月
）は「
詩
国
日
誌
」に
戻
る

な
ど
短
い
期
間
で
題
名
を
変
え
て
い
ま
す
。

　

２
２
６
冊
目
か
ら
２
４
６
冊
目（
昭
和
38
年

９
月
か
ら
昭
和
39
年
４
月
）は「
坐
忘
記
」と
変

更
さ
れ
て
い
ま
す
。ノ
ー
ト
に
は
、「
き
ょ
う
か

ら
、毎
暁
書
く
の
を
坐
忘
記
と
し
よ
う
。わ

た
し
の
詩
は
坐
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
る
。坐

を
離
れ
て
わ
た
し
の
詩
は
な
い
。

　

２
４
７
冊
目
か
ら
２
４
８
冊
目（
昭
和
39

年
４
月
か
ら
５
月
）は「
合
掌
録
」と
変
更

さ
れ
て
い
ま
す
。ノ
ー
ト
に
は
、「
ム
ー
ム
ー
と

い
う
こ
う
し
た
有
無
の
区
別
も
忘
れ
、坐
！

坐
！
と
い
う
行
意
識
を
も
捨
て
、た
だ
た
だ

合
掌
し
て
生
き
て
ゆ
く
わ
が
身
と
な
ろ
う
。

坐
忘
と
い
う
語
に
も
ど
う
し
て
も
自
我
が
残

る
。と
く
に
わ
た
し
は
、ひ
っ
か
か
る
も
の
が

あ
る
。凡
夫
の
わ
た
し
に
は
合
掌
あ
る
の
み

だ
と
思
っ
た
。」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

２
４
９
冊
目（
昭
和
39
年
５
月
）は「
金
棒
日

記
」に
変
わ
り
、「
鬼
に
金
棒
、わ
た
し
に
詩
、

こ
れ
さ
え
あ
れ
ば
、天
下
恐
れ
る
物
は
な
い
、

ど
ん
な
苦
境
に
で
も
、生
き
耐
え
て
ゆ
け
る
、

だ
か
ら
わ
た
し
の
日
記
を
、し
ば
ら
く
金
棒

日
記
と
す
る
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

２
５
０
冊
目（
昭
和
39
年
５
月
）か
ら
は「
詩

記
」に
な
り
、「
こ
の
ノ
ー
ト
を
詩
記
と
す
る
の

は
、死
期
の
迫
る
の
を
知
り
な
が
ら
書
く
と
い

う
意
味
で
あ
る
。死
は
い
つ
く
る
か
わ
か
ら
な

い
。だ
か
ら
こ
そ
た
だ
一
つ
の
こ
と
を
ひ
た
す

ら
に
求
め
、た
だ
一
つ
の
道
を
け
ん
め
い
に
歩

か
ね
ば
な
ら
な
い
。詩
に
死
し
て
悔
い
な
い
覚

悟
を
固
め
る
た
め
に
も
、詩
記
と
し
よ
う
」と

書
か
れ
て
い
ま
す
。よ
う
や
く
こ
の
題
名
に
落

ち
着
き
、こ
の
後
７
９
６
冊
目
で
ペ
ン
を
擱
く

ま
で「
詩
記
」を
書
き
続
け
ま
し
た
。
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「
軽
さ
」が「
涼
し
さ
」に
な
る
　

　
　
無
一
物
が
無
尽
蔵
に
な
る
よ
う
に

「
涼
し
さ
」

　

こ
の
詩
は
、平
成
15
年
真
民
94
歳
の
時

の
詩
で
す
。真
民
に
は
63
歳
の
時
に
書
い
た

　

と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、随
筆『
一
遍
上
人
語
録　

捨
て

果
て
て
』の
中
で
、「
声
ぞ
涼
し
き
」と
い
う

人
は
、そ
う
い
る
も
の
で
は
な
い
。如
来
の

風
と
い
う
。釈
尊
の
お
声
も
涼
し
か
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。そ
れ
は
、わ
た
し
に
は
わ
か

る
。一
遍
上
人
の
声
は
た
し
か
に
涼
し
か
っ

た
。そ
れ
も
わ
た
し
に
は
、は
っ
き
り
わ
か

る
。む
ろ
ん
、声
だ
け
を
言
お
う
と
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。体
ぜ
ん
た
い
、い
や
、そ
の

周
囲
一
帯
を
言
い
た
い
の
で
あ
る
。涼
し
い

風
を
持
つ
人
、持
っ
て
く
る
人
、そ
う
い
う

人
が
本
当
の
仏
者
な
の
で
あ
る
。

　

風
は
、体
で
感
ず
る
の
で
あ
る
。菩
薩
の

風
の
涼
し
さ
。わ
け
て
も
、観
音
の
風
の
涼

し
さ
。そ
こ
に
ひ
か
れ
て
、わ
た
し
は
こ
の

門
を
は
い
り
、も
う
出
る
こ
と
の
で
き
な
い

者
と
な
っ
た
。こ
の
何
と
も
言
え
な
い
サ
ラ

サ
ラ
と
し
た
風
の
味
を
、一
人
で
も
多
く
の

人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。そ
れ
が
わ
た
し

の
本
願
な
の
で
あ
る
。」と
書
い
て
い
ま
す
。

　

坂
村
真
民
に
と
っ
て
、こ
の「
涼
し
さ
」を

持
っ
て
い
る
人
、「
涼
し
い
人
」と
は
、詩
人・

文
学
者
の
中
で
は
最
も
尊
敬
す
る
芭
蕉
で

あ
り
、良
寛
で
あ
り
、西
行
で
し
た
。そ
し

て
宗
教
家
で
は
、す
べ
て
を
捨
て
て
そ
の
身
一

つ
で
全
国
を
遊
行
し
た
一
遍
上
人
を
挙
げ

て
い
ま
す
。現
世
の
人
で
は
、杉
村
春
苔
尼

先
生
を
先
ず
一
番
に
挙
げ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、こ
の「
涼
し
さ
」と
い
う
言
葉

に
真
民
が
特
別
な
思
い
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
最
初
の
出
来
事
は
、昭
和
21
年
５
月
に

家
族
を
連
れ
て
四
国
の
八
幡
浜
港
に
初
め

て
上
陸
し
た
時
、一
緒
に
九
州
か
ら
来
た

母
が
旅
館
に
着
い
た
と
た
ん
に「
四
国
は
涼

し
い
な
あ
、い
い
風
が
吹
く
な
あ
」と
言
っ
た

言
葉
で
し
た
。

　

真
民
が「
涼
し
さ
」と
い
う
言
葉
に
込
め

て
い
る
思
い
は
、随
筆
集「
念
ず
れ
ば
花
ひ

ら
く
」の
中
で「
軽
さ
が
、涼
し
さ
と
な
る
。

そ
れ
は
無
一
物
が
、無
尽
蔵
と
な
る
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。わ
た
し
は
如
来
の
風
と
い

う
こ
と
を
思
う
。そ
し
て
こ
の
涼
し
さ
こ

そ
、如
来
の
風
な
の
だ
、仏
教
独
自
の
も
の

な
の
だ
と
思
う
。（
中
略
）も
う
何
も
言
う

こ
と
は
な
い
。仏
法
と
は
涼
し
き
風
な
の
で

あ
る
。」と
書
い
て
い
ま
す
が
、こ
の「
軽
さ

が
、涼
し
さ
に
な
る
」と
い
う
生
き
方
、「
軽

さ
」の
中
に
こ
そ「
無
尽
蔵
」が
あ
る
と
い
う

「
想
い
」を
持
っ
て
生
き
る
こ
と
が
真
民
独

自
の
生
き
方
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

良
寛
さ
ん
の

詩
歌
は
涼
し
い

一
遍
さ
ん
の

念
仏
も
涼
し
い

西
行
も
芭
蕉
も

こ
れ
を
持
っ
て
い
る

わ
た
し
も

こ
の
涼
し
さ
が
好
き
だ

涼
し
さ 

（
63
歳
）

春
は
花

夏
は
ほ
と
と
ぎ
す

秋
は
月

冬
雪
さ
え
て

す
ず
し
か
り
け
り

こ
れ
は
道
元
禅
師
の
お
歌

仏
教
は

涼
し
い
風
で
あ
る

涼
し
い
人

そ
れ
が
仏
身
で
あ
る

し
ん
み
ん
よ

涼
し
い
人
に
な
れ

涼
し
さ 

（
94
歳
）

「
坂
村
真
民
全
詩
集
第
８
巻
」２
０
４
ペ
ー
ジ



 

　

こ
の
詩
は
、１
９
９
４
年
３
月
31
日
、エ
ル

サ
レ
ム
の
ヘ
ブ
ラ
イ
大
学
植
物
園
に
建
立
さ

れ
る
に
先
立
ち
、日
本
で
入
魂
式
を
す
る
と

き
に
、真
民
先
生
が
作
って
く
だ
さ
っ
た
も
の

で
す
。

　

初
め
て
真
民
先
生
の
お
話
を
伺
っ
た
の
は

１
９
８
８
年
11
月
24
日
。わ
た
し
の
脳
裏
に

焼
き
付
く
よ
う
に
残
っ
た
お
話
が
、こ
の
碑

の
ス
タ
ー
ト
で
し
た
。

 

「
日
本
に
育
っ
た
者
が
、こ
れ
か
ら
21
世
紀

を
よ
く
す
る
た
め
に
何
を
な
す
べ
き
か
。私

は
若
い
人
々
に
東
の
世
界
と
西
の
世
界
の

融
和
に
励
ん
で
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
る
。そ
れ
は
私
が『
二
度
と
な
い
人
生
だ

か
ら
』の
中
に
願
っ
て
い
る
よ
う
に
、戦
争
の

な
い
世
の
実
現
に
努
力
し
、そ
う
い
う
詩
を

一
篇
で
も
多
く
作
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る

vol.26

神奈川県で税理士事務所と経営塾を営み、湘南・箱根朴の会の世話人
だった小原靖夫さんは、第303番の真言碑をエルサレムに建立した。小
原さんの熱意が多くの人の心を動かして実現したその碑は、イスラエル
国立植物園の美しい花の中から、世界の平和を祈っている。

世界の平和を願い続けるため
エルサルムに真言碑を建立

小
お

原
ば ら

 靖
や す

夫
お

 さん（77歳）
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私
と
共
に
歩
む
人
で
あ
り
、そ
う
い
う
若
い

人
々
が
一
人
で
も
多
く
あ
と
を
つ
い
で
く
れ

る
こ
と
を
念
じ
て（
後
略
）」

　

わ
た
し
は
素
直
に
こ
の
言
葉
に
共
感
し
、

動
か
さ
れ
ま
し
た
。イ
ス
ラ
エ
ル
に
平
和
が

実
現
し
な
け
れ
ば
世
界
の
平
和
は
な
い
と

考
え
て
い
た
わ
た
し
は
、日
本
人
の
心
を
世

界
に
発
信
し
よ
う
と
積
極
的
に
活
動
を
始

め
て
い
た
人
々
に
協
力
を
仰
ぎ
ま
し
た
。

　

多
く
の
手
か
ら
手
に
暖
か
い
支
援
が
う

け
つ
な
が
れ
、遂
に
エ
ル
サ
レ
ム
の
植
物
園
の

責
任
者
ミ
ヒ
ャ
エ
ル・ア
ビ
シ
ャ
イ
教
授
に
届

き
ま
し
た
。同
氏
は
ナ
チ
ス
の
迫
害
を
受
け

た
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
の
帰
還
者
。人
間
の
残

虐
さ
を
癒
や
す
花
の
ミ
ラ
ク
ル
パ
ワ
ー
を
信

じ
て
、ま
だ
荒
れ
野
で
あ
っ
た
こ
の
植
物
園

に
最
初
の
一
粒
の
種
を
植
え
た
人
で
す
。

 

「
花
を
育
て
る
こ
と
は
種
を
播
く
こ
と
か

ら
始
ま
る
。種
は
注
意
深
く
、時
間
を
ゆ
っ

く
り
で
は
あ
る
が
、愛
を
こ
め
て
育
て
あ
げ

れ
ば
、美
し
い
花
が
咲
く
。必
ず
咲
く
。花

の
美
し
さ
は
、言
葉
を
超
え
て
人
の
心
を
な

ご
ま
せ
、心
を
清
ら
か
に
す
る
。そ
ん
な
花

を
す
べ
て
の
人
が
愛
し
て
い
る
世
界
中
の
花

を
こ
こ
に
咲
か
せ
た
い
。時
間
は
か
か
る
が

諦
め
ま
せ
ん
。必
ず
咲
く
の
で
す（
略
）」

　

こ
の
方
の
感
性
は
真
民
先
生
と
全
く
と

いっ
て
い
い
ほ
ど
同
じ
で
す
。建
立
式
に
捧
げ

ら
れ
た
祝
辞
で
す

 

「
私
は
人
間
の
持
つ
精
神
力
に
つ
い
て
考
え

ま
し
た
。そ
の
力
は
土
よ
り
も
ま
た
火
よ
り

も
ま
た
石
よ
り
も
強
い
も
の
で
す
。そ
の
精

神
力
が
こ
の
石
に
碑
を
刻
ま
せ
た
の
で
す
。

こ
の
精
神
力
は
日
本
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
が
共
に

も
っ
て
い
る
人
類
愛
と
平
和
へ
の
信
仰
で
あ

り
ま
す
。二
つ
の
国
と
文
化
は
遠
く
離
れ
て

い
ま
す
が
お
互
い
の
持
つ
精
神
力
を
知
り

合
う
こ
と
は
私
達
イ
ス
ラ
エ
ル
人
と
日
本
人

を
近
づ
け
て
く
れ
ま
す
。戦
争
も
平
和
も

く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
二
つ
の
古
い
伝
統
を
持

つ
民
族
は
お
互
い
の
精
神
力
を
生
み
出
し

た
根
源
の
世
界
を
知
り
た
い
と
い
う
願
い
を

抱
か
せ
て
く
れ
ま
す
。只
今
、除
幕
い
た
し

ま
し
た
真
民
先
生
の『
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら

く
』が
真
の
平
和
を
こ
の
中
近
東
の
地
に
も

た
ら
す
こ
と
を
願
って
い
ま
す（
略
）」

 

２
０
１
８
年
２
月
、私
は
20
年
ぶ
り
に
エ
ル

サ
レ
ム
に
旅
し
、第
３
０
３
番
碑
と
再
会
し

て
き
ま
し
た
。既
に
ア
ビ
シ
ャ
イ
先
生
は
引

退
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、３
代
目
の
管
理
責

任
者
の
若
い
オ
フ
ェ
ル
さ
ん
に
お
目
に
か
か

り
、完
璧
な
管
理
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

こ
と
に
感
謝
の
意
を
伝
え
ま
し
た
。建
立

者
の
責
任
を
果
た
し
た
安
堵
感
を
抱
い
て

帰
国
し
ま
し
た
。

（
文
／
小
原
靖
夫
）

八
重
の
潮
路
を
越
え
て
ゆ
く

念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く

第
三
〇
三
番
の
真
言
碑
よ

エ
ル
サ
レ
ム
の
都
は
晴
れ
て

野
の
百
合
た
ち
も

鳥
た
ち
も

雲
た
ち
も

喜
び
迎
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う

愛
と
希
望
と
平
和
の
た
め

永と

わ久
に
建
ち
続
い
て
く
れ

現地での除幕式
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坂村真民が愛した草花と木
～野に咲く草花や木を詠った詩と写真とのコラボ～

企画展のお知らせ

　坂村真民は、生きとし生けるものへの愛情を込めた詩を
数多く作っています。
　その中でも、野に咲く草花や木を詠った詩は、真民の純
粋で清らかな心をそのまま表現した詩として、また、それらの
草花や木に仏を見る真民の祈りの詩でもあると言えます。
　今回は、これらの草花や木を詠った詩とその写真を一緒
に展示することとしました。この写真は、この企画展のため
に、西澤館長が全国を回って撮り集めた写真です。もちろ
ん、真民が実際に見た「タンポポ堂」に咲く草花や木も撮っ
ています。
　真民が敬愛していた杉村春苔尼先生の命日に必ず活
けていた白百合の花など真民の思い出の花の詩をその写
真と共に鑑賞していただく企画となっています。

　第１展示室では、坂村真民の代表的な詩の詩墨作品と
真民の好きな禅語を掛け軸用に書いたものなど、皆さんにも
おなじみの「真民詩」と「真民の書」をゆっくりと見て、読んで
いただけるものと思っております。特に今回は、森信三先生
から頂いた手紙と書を２点展示していますので、こちらも貴
重な展示となっています。
　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 10月20日（土）～平成31年 2月24日（日）

【展示概要】

【開催趣旨】

真民の愛した花や木 主な展示作品 展示作品

くちなし くちなしの花 くちなしの花
（原稿-額装）

白百合 白百合の花 春苔先生画
（デザイン帳）

あじさい あじさいの花 あじさいの花
（詩墨-額装）

タンポポ たんぽぽ魂 たんぽぽ魂
（詩墨-額装）

とろろあおい とろろあおい とろろあおい
（原稿-額装）

侘助 あるがままに あるがままに
（原稿-額装）

つゆくさ つゆくさの花 つゆくさの花
（原稿-額装）

朴ノ木 朴の花咲く 朴の花咲く
（詩墨-軸装）

侘助

くちなし

朴
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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「坂村真民が愛した草花と木～野に咲
く草花や木を詠った詩と写真とのコラボ～」のため、全国を回って「草
花と木の写真」を撮ってきました。真民が好きな草花や木は、かつてタ
ンポポ堂に植えられていたものがほとんどですが、図鑑や写真を見て
憧れたものもあります。それらをすべて写真に撮る旅はとても楽しい旅
でした。真民詩に登場する花はどんな花なのか、真民記念館で是非
ご覧ください。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.26 秋号
平成30年9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


