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館長エッセイ
【第二十七回】

真民の「思索ノート」に対する想い 
〈番外編〉

「深く掘り下げていく」生き方  「ねがい」

真民詩とわたし
言葉の力に支えられ救われました

記念館からのお知らせ

真民詩を読み解く ○26

蜂
は ち や

谷 和
か ず よ

代 さん

友の会会員の皆さまと記念館を結ぶ会報誌

開館7周年記念特別展
「真民詩とともに生きてゆく
～坂村真民記念館７年の歩み～」

タンポポ堂のさざんか

コーヒーブレイク
版画家・畦地梅太郎さんと
真民さんとの関わり
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真
民
の「
思
索
ノ
ー
ト
」に
対
す
る
想
い

〈
番
外
編
〉

【
第
二
十
七
回
】 

改
題
と
「
詩
記
」に
な
っ
た
理
由
を
考
察
す
る

　

２
回
に
わ
た
っ
て「
思
索
ノ
ー
ト
」の
題
名

の
変
遷
と
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
真
民
の
想
い

を
書
い
て
き
ま
し
た
。今
回
は
、な
ぜ
こ
こ
に

き
て
、「
詩
記
」に
落
ち
着
い
た
の
か
、と
い
う

こ
と
を
少
し
書
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

真
民
は
、昭
和
26
年
７
月
に「
参
禅
録
」

と
し
て
書
き
始
め
た「
思
索
ノ
ー
ト
」を

２
５
０
冊
目
に『
詩
記
』と
題
名
を
変
え
る

ま
で
、13
年
間
の
間
に
35
回
も
題
名
を
変
え

て
い
ま
す
。

　

吉
田
時
代（
昭
和
26
年
７
月
か
ら
31
年
３
月
）に

は
４
回
し
か
変
え
て
い
な
い
の
に
、宇
和
島
時

代（
昭
和
31
年
４
月
か
ら
39
年
５
月
）に
は
、31
回

も
題
名
を
変
え
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、前
に

も
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、宇
和
島
に
来
て
か

ら
の
、真
民
の
精
神
的
な
不
安
定
と
、学
校

生
活
へ
の
不
満（
教
員
へ
の
管
理
体
制
が
厳

し
く
な
っ
た
こ
と
や
学
校
用
務
の
多
さ
等
）

等
か
ら
詩
が
書
け
な
く
な
り
、そ
れ
を
打
開

す
る
た
め
に
色
々
と
試
行
錯
誤
す
る
過
程

で
、「
思
索
ノ
ー
ト
」の
題
名
を
変
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、自
分
も
変
わ
り
た
い
と
い
う
想
い

が
、現
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
が
、昭
和
37
年
７
月
に
個
人
詩
誌

「
詩
国
」を
発
刊
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と

に
よ
り
、詩
を
書
く
こ
と
を
再
び
生
活
の
中

心
に
置
き
、毎
月「
詩
国
」を
発
行
す
る
た
め

に
精
神
を
集
中
し
て
い
く
と
い
う
生
活
ス
タ

イ
ル
が
定
着
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

一
方
で
こ
の
時
期
、真
民
の
家
庭
の
中
で

は
、長
女
と
二
女
が
続
け
て
大
学
へ
進
学
し

て
お
り
、そ
の
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
に
真

民
は
毎
年
１
冊
発
行
し
て
き
た
自
費
出
版

の
詩
集
の
発
行
を
中
止
し
て
、そ
の
費
用
を

子
供
の
学
費
に
充
て
た
り
、経
済
的
に
か
な

り
苦
労
し
て
い
ま
し
た
。

　
「
詩
国
」に
発
表
さ
れ
る
詩
に
も
、三
人
の

子
を
養
っ
て
ゆ
く「
覚
悟
」の
詩
が
多
く
な

り
、真
民
は
宇
和
島
に
来
て
以
来
の
個
人
的

な
悩
み
で
苦
し
む
こ
と
よ
り
、毎
年
出
し
て

い
た「
詩
集
」を
止
め
て
で
も
、子
供
た
ち
の

た
め
に
生
き
て
ゆ
く
覚
悟
を
決
め
た
こ
と
に

よ
り
、精
神
的
な
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
こ

と
が
出
来
、「
思
索
ノ
ー
ト
」の
題
名
に
も
そ

れ
が
反
映
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、二
女
が
無
事
に
大
学
に
入
学

し
た
昭
和
39
年
の
５
月
24
日
か
ら
、題
名
を

「
詩
記
」と
し
て
落
ち
着
く
の
で
す
。そ
の

日
の「
思
索
ノ
ー
ト
」に
は
、「
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
。

　

こ
の「
詩
記
」と
い
う
題
名
は
、中
国
の
歴

史
家
で
あ
る
司
馬
遷
の「
史
記
」か
ら
採
っ
た

も
の
で
す
。真
民
は
、昭
和
38
年
５
月
に
発

行
さ
れ
た
貝
塚
茂
樹
著「
史
記
」を
読
ん
で
、

「
史
記
」を
完
成
さ
せ
る
こ
と
だ
け
に
命
を

懸
け
た
司
馬
遷
の
生
き
方
に
感
銘
を
受
け

て
、ノ
ー
ト
に「
希
望
を
な
く
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
司
馬
遷
を
思
え
、絶
望・暗
黒・不

信・孤
独
一
切
が
自
棄
を
要
求
す
る
と
き
は

司
馬
遷
を
思
え
」と
書
い
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
に
、「
詩
」を
書
く
た
め
に
必
要
な
心

の
軌
跡
、そ
の
想
い
を
綴
る
、書
き
記
す「
ノ

ー
ト
」と
し
て
の「
詩
記
」と
い
う
題
名
は
、

単
純
明
快
で
、し
か
も
本
質
を
突
い
た
名
前

に
落
ち
着
い
た
の
で
す
。

　

真
民
は
、昭
和
39
年
６
月
14
日
の「
詩
記
」

に
は「
い
ろ
い
ろ
と
名
を
か
え
て
き
た
が
、も
う

変
更
し
な
い
で
あ
ろ
う
。詩
は
死
な
り
と
い
う

一
大
自
覚
が
は
っ
き
り
し
た
か
ら
、も
う
ぐ
ら

ぐ
ら
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
。」と
書
い
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
よ
う
や
く
こ
の
題
名
に
落
ち

着
き
、７
９
６
冊
目
で
ペ
ン
を
擱
く
ま
で「
詩

記
」を
書
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
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◆
が
む
し
ゃ
ら
な
日
々
の
果
て
に

　

大
学
を
卒
業
後
、結
婚
し
て
岡
山
で
教

師
に
な
り
ま
し
た
。昭
和
55
年
２
月
に
最

初
の
子
を
出
産
し
、そ
の
４
月
か
ら
新
採
と

し
て
小
学
校
に
勤
め
始
め
た
の
で
す
。体
力

に
は
自
信
が
あ
っ
た
の
で
、仕
事
に
も
家
庭

生
活
に
も
一
生
懸
命
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、思
い
が
け
ず
２
年
後
に
心
身

に
不
調
を
き
た
し
、休
職
を
余
儀
な
く
さ

れ
ま
し
た
。教
師
を
辞
め
よ
う
と
思
い
詰
め

る
私
に
、当
時
の
校
長
先
生
は「
い
つ
で
も
辞

め
ら
れ
る
か
ら
」と
優
し
い
言
葉
を
か
け
て

く
だ
さ
り
、フ
ァ
ン
だ
と
いっ
て
真
民
詩
集
３

冊
を
届
け
て
く
れ
ま
し
た
。

　

夢
中
に
な
っ
て
詩
集
を
読
み
ま
し
た
。感

動
で
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、す
ぐ
に
真
民

先
生
に
お
手
紙
を
書
き
、「
こ
ん
な
は
ず
で

vol.27

心身の不調で教師の仕事を休まざるを得なかった蜂谷和代さんは、上司から『朴』など３
冊の詩集を贈られた。それが真民詩との出合いだった。言葉の力に救われた蜂谷さんは、
弱者に寄り添う心と言葉へのたしかな信頼を胸に、子どもたちを導いてきた。

言葉の力に支えられ救われました

「詩国」とともに届いた最初の便り

蜂
は ち や

谷 和
か ず よ

代 さん（63歳）

は
な
か
っ
た
」と
い
う
葛
藤
に
苦
し
ん
で
い
る

こ
と
を
し
た
た
め
ま
し
た
。

　

ほ
ど
な
く
、巻
紙
の
お
手
紙
が
送
ら
れ
て

き
ま
し
た
。世
の
中
に
は
苦
し
ん
で
い
る
人

が
多
数
お
ら
れ
る
こ
と
に
触
れ
、「
タ
ン
ポ
ポ

の
よ
う
な
明
る
い
人
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
」の

一
文
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
お
手
紙
に
ど
れ
ほ
ど
救
わ
れ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。そ
れ
か
ら
手
紙
の
や
り
と
り
が

始
ま
り
、病
も
癒
え
て
、３
カ
月
ほ
ど
で
仕

事
に
復
帰
で
き
ま
し
た
。

◆
病
が
も
た
ら
し
た
気
づ
き

　

休
職
中
は
つ
ら
い
思
い
を
し
ま
し
た
が
、

病
に
よ
っ
て
大
き
な
気
づ
き
を
得
た
の
も
事

実
で
す
。様
々
な
良
さ
の
あ
る
子
ど
も
や
弱

い
立
場
の
人
に
寄
り
添
う
気
持
ち
が
強
く

な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、特
別
支
援
教
育
に
も
携
わ
り
、

小
学
校
長
を
最
後
に
定
年
退
職
し
た
あ

と
、現
在
は
倉
敷
市
で
人
権
啓
発
の
仕
事

を
し
て
い
ま
す
。

◆
真
民
詩
で
心
の
教
育
を

　

真
民
先
生
の
詩
は
短
く
て
分
か
り
や
す

く
、美
し
く
温
か
い
。言
葉
が
心
に
寄
り
添
っ

て
、言
葉
の
も
つ
強
さ
、力
を
感
じ
ま
す
。

　

教
育
現
場
で
も
、「
つ
み
か
さ
ね
」な
ど
、

私
の
好
き
な
真
民
詩
を
子
ど
も
た
ち
に
読

ん
で
聞
か
せ
た
り
、保
護
者
と
の
連
絡
ノ
ー

ト
に
綴
っ
た
り
し
ま
し
た
。人
を
思
う
気
持

ち
や
地
道
な
努
力
の
大
切
さ
な
ど
が
、子
ど

も
た
ち
の
中
で
育
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感

し
、保
護
者
か
ら
も
心
温
ま
る
声
が
届
け

ら
れ
ま
し
た
。

　

私
自
身
が
吉
田
町
出
身
で
あ
り
、し
か

も
先
生
が
か
つ
て
教
鞭
を
執
ら
れ
た
宇
和

島
東
高
校
卒
と
、浅
か
ら
ぬ
ご
縁
を
感
じ
て

い
ま
す
。お
会
い
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
が
、真
民
先
生
に
は
感
謝
の
思
い
で

いっ
ぱ
い
で
す
。

　

つ
み
か
さ
ね　
　

一
球
一
球
の
つ
み
か
さ
ね

一
打
一
打
の
つ
み
か
さ
ね

一
作
一
作
の
つ
み
か
さ
ね

一
歩
一
歩
の
つ
み
か
さ
ね

一
念
一
念
の
つ
み
か
さ
ね

一
坐
一
坐
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
尊
く

真
の
光
を
放
つ
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「
深
く
掘
り
下
げ
て
い
く
」
生
き
方

「
ね
が
い
」

　

こ
の
詩
は
、昭
和
60
年
、真
民
76
歳
の
時

の
詩
で
す
。

　

坂
村
真
民
は
、40
歳
の
時
に
書
い
た
最

初
の
詩
、「
六
魚
庵
箴
言
」に
、『
狭
く
と
も

い
い
、一
す
じ
で
あ
れ
、ど
こ
ま
で
も
掘
り

下
げ
て
ゆ
け
』と
書
い
て
い
ま
す
よ
う
に
、

人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
の
根
底
に
、

「
深
く
掘
り
下
げ
て
い
く
」こ
と
を
置
い
て

生
き
て
き
ま
し
た
。

　

詩
を
書
く
こ
と
に
お
い
て
も
、信
仰
に
お

い
て
も
、「
深
く
掘
り
下
げ
て
い
く
」と
い
う

生
き
方
が
真
民
の
生
涯
の
生
き
方
で
し
た
。

　

そ
れ
は
、人
生
の
最
後
ま
で
変
わ
ら
ず
、

95
歳
に
な
っ
て
も
、96
歳
に
な
っ
て
も
、毎
日

書
き
綴
っ
た「
詩
記
」に
は
、「
し
っ
か
り
し

ろ
し
ん
み
ん
、　

ま
だ
ま
だ
い
か
ん
」と
自

分
を
戒
め
、今
の
自
分
に
満
足
す
る
こ
と

な
く
、さ
ら
に
自
分
を
深
め
る
た
め
に
努

力
す
る
生
き
方
を
貫
き
ま
し
た
。

真
民
に
は
77
歳
の
時
に
書
い
た「
広
さ
と
深

さ
」と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。

　

広
さ
を
求
め
る
の
で
も
な
く
、高
さ
を

求
め
る
の
で
も
な
く
、下
へ
下
へ
、深
く
深
く

求
め
て
ゆ
く
、と
い
う
生
き
方
が
真
民
の
生

き
方
な
の
で
す
。

わ
た
し
の

詩
の
世
界
は

広
く
は
な
い

高
く
も
な
い

だ
が
深
さ
で
は

負
け
な
い
も
の
を
持
と
う

ね
が
い

広
さ
と
深
さ

体
が
弱
い
か
ら

見
聞
す
る
世
界
も
広
く
は
な
い
が

信
仰
に
よ
っ
て

深
く
す
る
こ
と
は
で
き
る

広
さ
よ
り
も

深
さ
を
求
め
て
ゆ
こ
う



 

来館者が選んだ「私の好きな真民詩」
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■常設展（第1展示室）「坂村真民の詩の世界」

みずみずしい初期の作品をじっくり味わう

休 館 日／月曜（月曜が祝日の場合は翌日）、12月29日～1月1日
開館時間／9 時～17 時（入館は16 時30 分まで）
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人以上の団体は団体割引あり

9月16日（日）～平成25年3月3日（日）

三瓶時代の坂村真民
み か め

ろ く ぎ ょ あ ん て ん ごく

～『六魚庵天国』の世界～

　
六
魚
庵
天
国

悲
し
み
を
噛
み
し
め
て
帰
る
六
魚
庵
に

明
る
い
あ
か
り
が
と
も
っ
て
い
る

煮
た
き
の
匂
い
が
な
が
れ
て
い
る

子
供
の
こ
え
が
ひ
び
い
て
い
る

山
羊
が
し
き
り
に
呼
ん
で
い
る

六
魚
庵
は
や
っ
ぱ
り
天
国
だ

さ
み
し
い
わ
た
し
の
安
息
所
だ

▲穏やかな海辺の町三瓶

開催
期間

これまで未展示の作品を中心に新たな真民詩の詩墨作品を展示します。

昭和３０年吉田教員住宅前にて 
（真民４６歳、妻３８歳、梨恵子１１歳、佐代子９歳、真美子６歳）

平成27年 6月6日（土）～ （日）10月18日
開館時間/9：00～17：00（入館は16：30まで）    休館日/月曜（月曜が祝日の場合は翌日）
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何
も
か
も
生
活
の
や
り
直
し
だ

引
き
揚
げ
て
五
年
目

や
っ
と
飯
台
を
買
っ
た

あ
し
た
の
御
飯
は
お
い
し
い
ね
と

よ
ろ
こ
ん
で
ね
む
っ
た
子
供
た
ち
よ

は
や
目
を
さ
ま
し
て

珍
し
そ
う
に

楽
し
そ
う
に

御
飯
も
ま
だ
出
来
な
い
の
に

自
分
た
ち
の
座
る
場
所
を

母
親
に
き
い
て
い
る

わ
た
し
か
ら
左
回
り
し
て

梨
恵
子

佐
代
子

妻真
美
子
の
順
で
あ
る

温
か
い
お
つ
ゆ
が
匂
っ
て
い
る

お
い
し
く
つ
か
っ
た
沢
あ
ん
漬
け
が
あ
る

子
供
た
ち
は
も
う
箸
を
な
ら
べ
て
い
る

あ
あ

飯
台
一
つ
買
っ
た
こ
と
が

こ
う
も
嬉
し
い
の
か

貧
し
い
な
が
ら
も

貧
し
い
な
り
に
育
っ
て
ゆ
く
子
の

涙
ぐ
ま
し
い
ま
で

い
じ
ら
し
い
な
が
め
で
あ
る

飯 

台

〜
坂
村
真
民
を
よ
り
深
く
知
る
た
め
に
①
〜

企
画
展

（
真
民

４１
歳
）

常設展（第1展示室）

代表的な真民詩を中心とした
詩墨作品を展示しています。

「坂村真民の詩の世界」

〒791-2132 愛媛県伊予郡砥部町大南705  TEL089-969-3643
http://www.shinmin-museum.jp/

休  館  日／月曜（月曜が祝日の場合は翌日）、
　　　　　12月29日～1月1日
開館時間／9時～17時（入館は16時30分まで）
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人以上の団体は団体割引あり
駐  車  場／普通車約100台、大型バス駐車可

［お車の場合］◎松山自動車道 松山ICから国道33号利用 ◎所要時間：10分～15分
［松山市駅からの場合］◎伊予鉄バス（砥部線 大街道経由）「断層口」または「大岩橋」行き
　　　　　　　　　 　「砥部焼伝統産業会館前」下車  ◎所要時間：約50分

常設展（第1展示室）

代表的な真民詩を中心とした
詩墨作品を展示しています。

う た「坂村真民の詩の世界」

2013
10

年 2014年
月1日［火］ ［日］3月2日

〒791-2132 愛媛県伊予郡砥部町大南705  TEL089-969-3643
http://www.shinmin-museum.jp/

開館時間/9：00～17：00（入館は16：30まで）
休 館 日/月曜（月曜が祝日の場合は翌日）

休  館  日／月曜（月曜が祝日の場合は翌日）、
　　　　　12月29日～1月1日
開館時間／9時～17時（入館は16時30分まで）
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人以上の団体は団体割引あり
駐  車  場／普通車約100台、大型バス駐車可

宇和島時代の
坂村真民
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FM愛媛 毎週土曜 AM8:55～9:00

「真民さんの詩」放送中！

一遍上人・森信三との出会いと、
詩人として生きる決意

一遍上人・森信三との出会いと、
詩人として生きる決意

平成26年3月4日～6月8日 相田みつを美術館（東京都千代田区丸の内）で
「相田みつを生誕90年特別展  坂村真民と相田みつをの世界（仮）」展 開催決定！

お知らせ

［お車の場合］松山自動車道 松山ICから国道33号利用　所要時間：10分～15分
［松山市駅からの場合］伊予鉄バス（砥部線 大街道経由）「断層口」または「大岩橋」行き
　　　　　　　　　 「砥部焼伝統産業会館前」下車　所要時間：約50分

5

「真民詩とともに生きてゆく
～坂村真民記念館７年の歩み～」

坂村真民記念館開館7周年記念特別展

　坂村真民の詩は、真民自身が、つらいことや、悲し
いことをいっぱい経験して、また、家族とともに、うれし
いことや、幸せに生きる喜びを感じて生きる中で、さら
に人間として如何に生きるかを自らに問い、その答え
を考える中で生まれてきたものです。
　真民詩を読んで、真民詩が好きになる人は、こうい
う真民の経験を自分の人生に重ねて、つらい時も、う
れしい時も、悲しい時も、幸せな時も、いつも真民詩
に見守られ、励まされているのだと思います。
　坂村真民記念館は、そういう真民詩を大切にし
て、これまで来館された多くの方 と々ともに歩み、とも
に生きてゆくことを願っています。
　今回の特別展は、これまで7年間に来館された
方々が「アンケート」に書かれたそれぞれの思いを
集約するとともに、坂村真民記念館のこれまでの歩
みを振り返り、改めて記念館の歩むべき道を確認す
ることとしました。

　第1展示室では、これまで来館された方々からアン
ケート集計した「私の好きな真民詩」のベスト10の真
民詩を展示しています。代表的な真民詩がほぼ網羅
された展示となっています。
第2展示室では、「真民詩」の根底にある思想とその

「坂村真民の生き方」に影響を与えた人たちを採り
上げ、その影響から生まれた「真民詩」を展示してい
ます。
　また、通路の壁面には、これまでの企画展・特別展
のポスターとチラシをすべて展示して、記念館の7年
間の歩みを見ていただく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31年
3月2日（土）～6月16日（日）

〈展示概要〉〈開催趣旨〉

第１展示室　展示作品

【第1位】 念ずれば花ひらく（全文）

【第2位】 二度とない人生だから（全文）

【第3位】 本気（全文）

【第4位】 タンポポ魂（全文）

【第5位】 鳥は飛ばねばならぬ（全文）

【第6位】 尊いのは足の裏である（全文）

【第7位】 あとから来る者のために（全文）

【第8位】 すべては光る（全文）

【第9位】 しんみん五訓（全文）

【第10位】 七字のうた（全文）

第2展示室　展示作品

こつこつ（全文） 昼の月（全文）

うた（全文） 遠い雲（全文）

つねに前進（全文） 両手の世界（全文）

わたしの詩（全文） 一遍上人語録

かなしみはいつも（全文） 森信三先生の三喝（全文）

飯台（全文） しっかりしろしんみん（全文）

あの時のことを（全文） 身軽（全文）



6

コーヒー
ブレイク

　

畦
地
梅
太
郎
さ
ん
は
真
民
さ
ん
の
７
歳
年

上
。真
民
さ
ん
は
40
歳
こ
ろ
に
、畦
地
さ
ん
の

版
画「
阿
蘇
に
寄
す
」に
心
を
動
か
さ
れ
て
、

短
歌
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

地
軸
よ
り
揺
り
動
か
し
て
騰
る
も
の
神
な
が

ら
な
る
息
吹
を
刻
す

空
青
し
渡
ら
ふ
鳥
の
影
も
な
く
頂
の
石
み
な

生
き
て
立
つ　
　
　
　
　
　
　

  

（「
石
笛
」掲
載
）

　

阿
蘇
山
は
真
民
さ
ん
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る

“
火
の
国
熊
本
”の
シ
ン
ボ
ル
。畦
地
さ
ん
の

作
品
の
持
つエ
ネ
ル
ギ
ー
と
詩
情
に
、心
を
奪

わ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
二
人
の
交
流
は
幾
度
か
あ
り
ま
し
た
。

　

真
民
さ
ん
が
愛
媛
県
吉
田
町
に
住
ん
で
い

た
44
歳
の
と
き
、自
宅
の
部
屋
に
畦
地
さ
ん

を
迎
え
入
れ
て
、絵
や
版
画
や
山
の
話
を
し

た
こ
と
が
、思
索
ノ
ー
ト「
サ
ンマ
ヤ
目
録
14
」

に
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
７
年
後
の
昭
和
35
年
、真
民
さ

ん
が
宇
和
島
東
高
校
の
修
学
旅
行
で
東
京

版
画
家
・
畦
地
梅
太
郎
さ
ん
と

真
民
さ
ん
と
の
関
わ
り

愛
媛
が
生
ん
だ
山
の
版
画
家
・
畦
地
梅
太
郎
さ
ん
と
、愛
媛
に
移
り
住
ん
だ
詩
人
・
坂
村
真
民
さ
ん
は
、

40
代
か
ら
50
代
の
ひ
と
と
き
、交
流
を
持
ち
ま
し
た
。

真
民
さ
ん
の
心
を
後
押
し
し
た
畦
地
さ
ん
。二
人
の
関
わ
り
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
。

へ
行
っ
た
折
に
は
、宿
屋
に
畦
地
さ
ん
か
ら
電

話
を
も
ら
い
ま
し
た
。そ
の
時
の
言
葉
は
真

民
さ
ん
の
心
を
あ
た
た
め
、強
く
鼓
舞
し
た

よ
う
で
す
。

　

 　
“
広
い
世
界
へ
出
て
ゆ
こ
う
”

そ
う
い
う
決
心
が
あ
な
た
か
ら
の
お
電
話
の
受

話
器
を
耳
に
当
て
な
が
ら

か
っ
て
な
い
ほ
ど
湧
き
あ
が
っ
て
き
ま
し
た
。

思
い
も
か
け
な
か
っ
た
電
話
だ
っ
た
だ
け
に
、

よ
け
い
に
わ
た
し
を
感
動
さ
せ
た
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん

旅
か
ら
帰
っ
て
か
ら
も
ま
だ
耳
に
つ
よ
く
残
っ
て

い
ま
し
た

四
国
の
片
隅
で
終
わ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
私
に

あ
な
た
は
赤
々
と
燃
え
た
つ
も
の
を
点
じ
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

あ
な
た
の
絵
を
初
め
て
見
た
と
き
の

と
き
め
き
に
も
増
し
て

雨
後
の
澄
ん
だ
空
を
仰
ぎ
な
が
ら

四
国
で
の
孤
独
な
あ
け
く
れ
の
わ
た
し
に
も

温
か
い
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
る
人
が
あ
っ
た
の

か
と

あ
な
た
と
の
つ
な
が
り
が
思
い
出
さ
れ
て
な
り

ま
せ
ん
で
し
た

も
う
一
度
広
い
世
界
へ
出
て
行
こ
う

そ
う
し
た
願
い
が
啓
示
の
よ
う
に
ひ
び
い
て

開
い
て
ゆ
く
花
々
を
いっ
し
ん
に
眺
め
て
い
ま

し
た
。（

思
索
ノ
ー
ト「
暁
天
録
93
」昭
和
35
年
４
月
５
日
）

　

畦
地
さ
ん
の
言
葉
に
励
ま
さ
れ
、前
向
き

に
な
る
真
民
さ
ん
の
、晴
れ
晴
れ
と
し
て
力

の
わ
き
あ
が
る
様
子
が
、手
に
と
る
よ
う
に

わ
か
り
ま
す
。　

　

畦
地
さ
ん
は
、自
分
の
郷
里
に
く
す
ぶ
っ

て
い
る
詩
人
の
、美
質
や
才
能
を
感
じ
取
っ

て
の
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、こ
の
二
人
は
共
通
項
が
い
く
つ

も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

遅
咲
き
の
開
花
、貧
乏
の
苦
労
、家
族
を

大
切
に
す
る
気
持
ち
、晩
年
の
栄
光
と
長

寿
。な
に
よ
り
、素
朴
純
情
で
あ
り
、温
か
い

眼
差
し
や
自
然
の
本
質
を
掴
む
精
神
は
相

通
じ
る
も
の
で
、互
い
に
親ち
か

し
い
感
情
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。二
人
の
作
品
か

ら
も
、版
画
家
と
詩
人
の
共
通
す
る
精
神

を
感
じ
ま
す
。  

（
文
／
タ
ン
ポ
ポ
だ
よ
り
編
集
部 

森
）

畦地作品はここで見ることができます

information
東京都町田市鶴川1丁目13-12
TEL042-734-8586
開館日：木曜日〜日曜日・祝休日
開館時間：11〜16時（夏季 17時）
入館は閉館時間30分前まで

◆畦地梅太郎記念美術館 ◆あとりえ・う
　（畦地梅太郎ギャラリー）

information
宇和島市三間町務田180-1 道の駅みま
TEL0895-58-1133　開館時間：9〜17時（入館受付〜16時30分）
定休日：火曜（祝日の場合は翌日）、臨時休館あり　料金：入館300円

三間町出身の版画家・畦地
梅太郎さんの作品を約300
点収蔵する。その人生や多
色木版画の技法も紹介。
作家や版画について、多面
的に理解を深めることができ
る。道の駅みまに併設。

畦地さんのアトリエを改装したス
ペース。作品展示のほか、ポスト
カード、手ぬぐい、缶バッチ、レプ
リカなどの各種グッズの販売も
行っている。
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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〉
　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～」好評開催中です。
　「花の詩」と写真とのコラボ展という初めての企画は、皆さん
とても気に入って下さってます。どうぞ、まだ見られていない方
は、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.27 冬号
平成30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

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


