
館長エッセイ
【第二十八回】

坂村真民の「箴言詩」は
自分への戒め

自分の春を待ち焦がれる気持ちを、
タンポポの思いに託す 「たんぽぽのうた」

真民詩とわたし
詩を読むと、先生の生の声が聞こえるんです
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真民詩を読み解く ○27
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坂
村
真
民
の「
箴
言
詩
」は
自
分
へ
の
戒
め

【
第
二
十
八
回
】 

私
は
ど
う
生
き
る
べ
き
か
を
問
い
か
け
た
詩

　

坂
村
真
民
は
、普
通
の
人
と
同
じ
よ
う
に
、

い
や
、普
通
の
人
以
上
に
悩
み
苦
し
み
な
が

ら
、いつ
も
自
分
に
向
か
って「
こ
の
生
き
方
で

い
い
の
か
」、「
ま
だ
ま
だ
い
か
ん
」と
自
問
自

答
し
な
が
ら
生
き
て
い
ま
し
た
。だ
か
ら
こ

そ
生
徒
や
周
囲
の
人
々
が
悩
み
苦
し
む
の
を

見
て
、共
に
悩
み
苦
し
み
、一
緒
に
そ
の
解
決

策
を
考
え
、最
後
ま
で
寄
り
添
う
こ
と
を
信

条
と
し
て
生
き
て
き
た
の
で
す
。

　

坂
村
真
民
に
と
っ
て
は
、詩
を
作
る
こ
と

と
生
き
る
こ
と
は
、同
じ
も
の
で
あ
り
、「
真

の
人
間
と
し
て
生
き
る
た
め
の
生
き
方
」を

模
索
す
る
中
で
詩
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で

す
。真
民
は
、そ
う
い
う「
坂
村
真
民
の
生

き
方
」を
常
に
自
分
自
身
に
向
け
て
問
い
か

け
、そ
の
答
え
を「
自
分
へ
の
戒
め
」「
箴
言
」

と
し
て
、多
く
の
詩
を
残
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、坂
村
真
民
は
、42
歳
か
ら
96
歳
ま

で
の
54
年
間
に
７
９
６
冊
の「
思
索
ノ
ー
ト
」

を
書
き
残
し
て
い
ま
す
が
、こ
の「
思
索
ノ
ー

ト
」の
中
で
真
民
は
、毎
日
の
よ
う
に
自
分
を

戒
め
、自
ら
を
励
ま
し
奮
い
立
た
せ
る
言
葉

を
書
い
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、ノ
ー
ト
を
書
き
始
め
た
40
代
か

ら
晩
年
の
90
代
ま
で
、変
わ
ら
ず
一
貫
し
て

ほ
ぼ
毎
日
の
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

私
は
ノ
ー
ト
を
読
み
な
が
ら
、「
ど
う
し

て
、こ
こ
ま
で
自
分
に
厳
し
く
生
き
な
い
と
い

け
な
い
の
か
」と
感
じ
る
こ
と
が
度
々
あ
り

ま
し
た
。

　

人
生
の
最
後
ま
で
、己
を
鍛
え
、修
行
を

怠
ら
ず
、「
禅
の
修
行
僧
」と
し
て
の
生
き
方

を
貫
き
通
し
た
坂
村
真
民
と
い
う
一
人
の

人
間
の
生
き
ざ
ま
が
こ
こ
に
書
き
綴
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。

　

坂
村
真
民
の
詩
は
、「
君
た
ち
は
ど
う
生

き
る
か
」を
問
う
詩
で
は
な
く
、「
私
は
ど
う

生
き
る
べ
き
か
」を
問
う
詩
で
あ
り
、ど
の
詩

も「
君
た
ち
や
貴
方
た
ち
への
詩
」で
は
な
く
、

「
自
分
自
身
に
向
け
た
詩
」で
あ
り
、そ
の

中
心
と
な
る
の
が「
自
分
への
厳
し
い
戒
め
の

詩
」な
の
で
す
。坂
村
真
民
の
詩
と
そ
の
生

き
方
を
よ
り
深
く
知
る
た
め
に
は
、こ
う
し
た

「
自
分
へ
の
戒
め
、箴
言
の
詩
」を
読
み
解
く

こ
と
が
、必
要
と
な
って
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
坂
村
真
民
記
念
館
で
は
、数
多
く

の
真
民
の
箴
言
詩
の
中
か
ら
、坂
村
真
民
が

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代（
年
代
）に
、生
き
る
苦
し

み
と
と
も
に
自
分
へ
の「
箴
言
」と
し
て
書
い

た
詩
を
選
び
出
し
て
、今
年
の
６
月
か
ら
企

画
展
と
し
て「
坂
村
真
民
と
箴
言
詩
」を
特

集
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
真
民
の「
箴
言
の

詩
」を
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
自
分
の
今
の
年
代

に
当
て
は
め
て
読
ん
で
く
だ
さ
れ
ば
、こ
れ
か

ら
の
人
生
の
戒
め
、道
標
と
し
て
参
考
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
、皆
さ
ん
が「
今
を
生
き
る
」そ

の
時
に
、か
っ
て
坂
村
真
民
も
こ
ん
な
に
自

分
を
厳
し
く
戒
め
、生
き
て
い
た
こ
と
を
、知

って
く
だ
さ
い
。そ
の
こ
と
に
よ
って
、真
民
は

「
今
こ
の
時
を
」皆
さ
ん
と
共
に
歩
ん
で
い
る

の
で
す
。

　

ま
た
、坂
村
真
民
は
、自
分
を
厳
し
く
戒

め
て
も
、い
つ
も
前
向
き
に
生
き
る
こ
と
を

考
え
、生
き
る
希
望
を
持
ち
続
け
て
生
き

て
き
ま
し
た
。そ
う
い
う「
自
ら
を
励
ま
す

詩
」も
併
せ
て
ご
紹
介
し
た
い
と
思
って
い
ま

す
。ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。
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◆
奇
跡
的
な
対
面

　

高
校
３
年
生
の
夏
休
み
に
島
根
県
の
出
し
ゅ
っ

西さ
い

窯
で
陶
芸
の
勉
強
を
し
て
い
た
時
、た

ま
た
ま
工
房
で「
詩
国
」を
み
つ
け
ま
し
た
。

「
ね
が
い
」の
詩
に
衝
撃
を
覚
え
、す
ぐ
に

真
民
先
生
に
手
紙
を
書
き
ま
し
た
。

　

大
学
紛
争
な
ど
で
社
会
が
混
と
ん
と
し

て
い
た
時
代
、進
む
べ
き
道
を
模
索
し
て
い

た
私
は
、高
校
を
卒
業
し
た
秋
、連
絡
も
せ

ず
に
松
山
に
や
って
き
た
ん
で
す
。

 
「
詩
国
」に
書
か
れ
た
住
所
を
訪
ね
る
と
、

数
日
前
に
引
っ
越
さ
れ
た
と
の
こ
と
。移
転

先
が
分
か
ら
ず
松
山
市
駅
の
ベ
ン
チ
で
途

方
に
暮
れ
て
い
た
私
に
、通
り
が
か
り
の
女

性
が
声
を
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。驚
い
た
こ

と
に
、真
民
フ
ァ
ン
の
方
で
、先
生
の
勤
務
先

vol.28

鳥取県岩美町で「クラフト館 岩井窯」を営む陶芸家の山本教行さんは、暮らしに根ざした
温かみのある作風で知られる。真民さんとの生涯の縁は、数々の偶然が重なって結ばれ
た。山本さんを「きょうぎょうさん」と呼び親しんだ師・真民さんとの対話は今も続く。

詩を読むと、先生の生の声が聞こえるんです

鳥取県岩美町の工房「クラフト館 岩井窯」。
真言碑と「ねがい」の詩碑が建つ

お地蔵さんは今もタンポポ堂に
お供えされている

真民さんから独立を祝って贈られた詩

山
や ま も と

本 教
の り ゆ き

行 さん（70歳）

で
あ
る
新
田
高
校
に
電
話
を
し
て
く
だ
さ

り
、駆
け
つ
け
て
く
れ
た
先
生
と
、感
激
の

対
面
。早
世
し
た
茜
さ
ん
の
供
養
に
と
持

参
し
た
、自
作
の
お
地
蔵
さ
ん
を
タ
ン
ポ
ポ

堂
で
お
供
え
し
ま
し
た
。

◆
「
何
も
か
も
お
見
通
し
」

　

私
の
名
は
浄
土
真
宗
の
信
者
だ
っ
た
母

が
付
け
た
の
で
す
が
、親
鸞
最
後
の
著
が

「
教
き
ょ
う

行ぎ
ょ
う

信し
ん
し
ょ
う
証
」で
し
た
。で
す
の
で
、真
民

先
生
は
最
初
か
ら「
き
ょ
う
ぎ
ょ
う
さ
ん
」

で
し
た
ね
。

　

幸
運
な
初
対
面
以
後
、何
度
も
先
生
を

訪
ね
ま
し
た
。23
歳
で
独
立
し
た
の
で
す

が
、２
回
続
け
て
登
り
窯
で
の
焼
成
に
失

敗
。借
金
も
あ
り
、追
い
詰
め
ら
れ
た
思
い

で
先
生
を
訪
ね
た
の
で
す
。失
敗
の
こ
と

は
口
に
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、帰
り
の
フ
ェ

リ
ー
乗
り
場
で
、「
何
か
の
足
し
に
」と
、厚

み
の
あ
る
祝
儀
袋
を
渡
さ
れ
ま
し
た
。先

生
は
何
も
か
も
お
見
通
し
だ
っ
た
ん
で
す
。

こ
の
時
ほ
ど「
慈
悲
」が
身
に
染
み
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

 
「
人
間
国
宝
に
な
ら
な
く
て
い
い
。一
つ
の
こ

と
を
60
年
続
け
る
と
、後
に
続
く
人
が
出
て

く
る
」の
言
葉
に
幾
度
も
救
わ
れ
、陶
芸
家

と
し
て
道
を
開
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

◆
永
遠
の
存
在
に

　

亡
く
な
る
数
日
前
、先
生
は
す
で
に
目
が

見
え
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、私
が
手

を
握
る
と
、「
き
ょ
う
ぎ
ょ
う
さ
ん
や
な
。赤

い
服
着
と
っ
た
な
」と
、初
対
面
の
こ
と
を
思

い
出
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

先
生
が
お
元
気
な
頃
か
ら
、「
先
生
が
い

な
く
な
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
」「
自
分
も
後

を
追
お
う
」と
ま
で
思
い
詰
め
て
い
た
ん
で

す
。と
こ
ろ
が
、逝
去
の
報
に
触
れ
る
と
、そ

れ
ま
で
の
気
持
ち
と
は
裏
腹
に
、透
き
通
っ

た
よ
う
な
、不
思

議
な
感
覚
に
包

ま
れ
ま
し
た
。

　

先
生
は
、亡
く

な
ら
れ
た
こ
と
で

永
遠
に
な
り
ま

し
た
。今
で
も
詩

を
読
む
と
、先
生

の
生
の
声
が
聞
こ

え
る
ん
で
す
。
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「
た
ん
ぽ
ぽ
の
う
た
」

　

坂
村
真
民
が
47
歳（
昭
和
31
年
）の
時
の

詩
で
す
。

　

真
民
は
、昭
和
30
年
10
月
に「
中
心
性

漿
液
性
網
膜
炎
」と
い
う
左
目
が
ま
っ
た

く
見
え
な
く
な
る
眼
の
病
気
に
罹
り
、２

か
月
間
の
安
静
休
養
を
命
ぜ
ら
れ
て
家
で

療
養
し
て
い
ま
し
た
。こ
れ
は「
疑
へ
ば
花

開
か
ず
、信
心
清
浄
な
れ
ば
花
開
い
て
佛

を
み
た
て
ま
つ
る
」と
い
う
言
葉
の
出
典
を

探
し
て
、「
国
訳
一
切
経
」１
０
０
巻
を
３

回
も
読
む
と
い
う
無
謀
な
こ
と
を
続
け
、

体
を
酷
使
し
た
結
果
で
し
た
。

　

幸
い
に
、高
名
な
眼
科
医
の
治
療
に
よ

り
、左
目
は
回
復
し
て
見
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
が
、真
民
の
身
体
は
ま
だ
ま
だ

回
復
す
る
こ
と
な
く
、そ
の
後
、内
臓
の
痛

み
か
ら
食
べ
る
物
も
食
べ
ら
れ
ず
、夜
も
眠

れ
な
い
と
い
う
病
気
に
罹
り
、吉
田
町
の
病

院
で
診
断
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、「
こ
れ
は

膵
臓
ガ
ン
か
胃
ガ
ン
に
よ
る
痛
み
で
、す
ぐ

に
手
術
を
し
な
い
と
命
取
り
に
な
る
。」と

言
わ
れ
た
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　

　

真
民
は
半
信
半
疑
で
、尊
敬
す
る
薬
草

研
究
家
の
利
根
白
泉
先
生
に
相
談
し
た
と

こ
ろ
、利
根
先
生
は「
こ
れ
は
ガ
ン
で
は
な

く
、栄
養
失
調
か
ら
来
る
内
臓
の
痙
攣
に

よ
る
も
の
だ
か
ら
、私
が
薬
草
で
治
し
て
あ

げ
ま
す
。」と
言
わ
れ
、真
民
は
利
根
先
生

を
信
頼
し
て
、学
校
を
休
ん
で
家
で
利
根

先
生
の
薬
草
で
治
療
を
行
っ
て
い
ま
し
た

が
、な
か
な
か
治
ら
ず
、心
身
共
に
す
っ
か

り
疲
れ
、生
死
を
彷
徨
う
状
態
に
陥
っ
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、利
根
先
生
の

懸
命
の
努
力
で
真
民
は
危
機
を
脱
し
て
、

よ
う
や
く
回
復
の
兆
し
が
見
え
て
き
た
の

が
、昭
和
31
年
３
月
で
す
。

　

長
い
長
い
暗
闇
の
中
の
生
活
か
ら
、や
っ

と
抜
け
出
し
て
、春
が
も
う
す
ぐ
や
っ
て
く

る
、と
い
う
時
期
に
作
ら
れ
た
の
が
こ
の
詩

な
の
で
す
。

　

春
に
な
っ
て
病
気
も
治
り
、生
き
る
希
望

を
再
び
持
つ
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り

た
い
と
、心
か
ら
願
っ
て
い
た
真
民
の
想
い
が

込
め
ら
れ
た
詩
で
す
。

　

ま
だ
ま
だ
、寒
い
３
月
頃
で
す
が
、病
気

か
ら
解
放
さ
れ
て
、外
へ
出
る
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
な
っ
た
真
民
が
、ふ
と
周
り
を
見

る
と
、野
原
で
は
、タ
ン
ポ
ポ
た
ち
が
、春
を

待
っ
て
、嬉
し
そ
う
に
話
を
し
て
い
る
の
を

聞
い
て
、自
分
自
身
の
春
を
待
ち
こ
が
れ
て

い
る
気
持
ち
を
、タ
ン
ポ
ポ
の
想
い
に
重
ね

て
作
ら
れ
た
詩
な
の
で
す
。「
希
望
」と
い

う
言
葉
に
、真
民
の
思
い
が
託
さ
れ
て
い
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、こ
の
年
の
４
月
に
真
民
は
、吉

田
高
校
か
ら
宇
和
島
東
高
校
に
転
勤
し
、

真
民
の
人
生
に「
新
し
い
世
界
」が
始
ま
る

の
で
す
。

自
分
の
春
を
待
ち
焦
が
れ
る
気
持
ち
を
、

タ
ン
ポ
ポ
の
思
い
に
託
す
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「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。

平成31年 3月2日（土）～6月16日（日）

開催趣旨

期間

●日時  2019年3月2日（土） 11:00〜12:00
●場所  砥部町商工会館 大会議室
●講師  前田 修身 氏

入場無料

［プロフィール］
　愛媛県に生まれる。吉田高校在学中に真民と出会い、大乗寺での坐禅会
にも参加。真民詩のファンとなる。
　苦学して吉田高校を卒業後、法務事務官として外国人の帰化申請を担当
し、その後、行政書士として独立し、これまでに
　13,000名以上の帰化を実現して多くの人に感謝されている。その中には横
浜中華街の家族・従業員の約半数、プロ野球選手、歌手、俳優、政治家、大
学教授などが含まれている。

〜開館７周年記念特別展 記念講演〜
「真民詩とともに生きてゆく」

記念
講演
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コーヒー
ブレイク

　

宇
和
島
出
身
の
森
永
さ
ん
は
、宇
和
島
東

高
校
で
真
民
さ
ん
に
教
わ
り
ま
し
た
。し
か

し
、わ
か
り
や
す
く
楽
し
い
授
業
を
し
て
く

だ
さ
っ
た
坂
村
昂た
か
し

先
生
が
詩
人・坂
村
真
民

と
は
夢
に
も
思
って
い
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、数
十
年
後
に
ご
主
人
の
転
勤

で
移
っ
た
伊
予
三
島
の
読
書
会
で
、偶
然
、

恩
師
が
詩
人
だ
と
知
り
ま
し
た
。思
わ
ず
、

「
私
、坂
村
先
生
に
習
い
ま
し
た
！
」と
声

を
あ
げ
、周
り
の
人
か
ら
羨
ま
し
が
ら
れ
た

そ
う
で
す
。そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、む
さ
ぼ

る
よ
う
に
真
民
さ
ん
の
詩
を
読
み
、深
い
家

族
愛
に
満
ち
、平
和
への
強
い
思
い
や
無
欲
な

さ
ま
ざ
ま
な
人
と
の
宝
物
の
よ
う
な
出
会
い
が
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
醍
醐
味

坂
村
真
民
記
念
館
で
は
、来
館
者
の
要
望
に
応
じ
て
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
人
た
ち
が
展
示
物
の
解
説

を
行
っ
て
い
ま
す
。今
回
、ガ
イ
ド
歴
５
年
と
い
う
森
永
弘
子
さ
ん（
76
歳
）に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

生
き
方
に
感
銘
を
覚
え
た
と
語
り
ま
す
。

　

の
ち
、松
山
に
居
を
構
え
た
森
永
さ
ん

は
、真
民
記
念
館
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド

募
集
記
事
を
目
に
し
ま
し
た
。年
齢
を
考

え
て
躊
躇
し
た
も
の
の
、思
い
切
っ
て
応
募
。

現
在
は
、月
に
３
回
程
度
、活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

森
永
さ
ん
は
毎
回
、早
め
に
記
念
館
に
到

着
し
て
、「
先
生
の
詩
が
好
き
な
の
で
、少
し
で

も
覚
え
ら
れ
る
よ
う
に
」と
、展
示
さ
れ
た
詩

を
声
に
出
し
て
読
み
な
が
ら
一
周
し
ま
す
。

来
館
者
に
は
最
初
に「
ど
ち
ら
か
ら
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
？
」と
声
を
か
け
、相
手
の
意

向
を
確
か
め
た
う
え
で
、展
示
物
の
解
説
を

始
め
ま
す
。「
真
民
詩
の
世
界
を
じ
っ
く
り
味

わ
い
た
い
方
へ
の
解
説
は
控
え
、静
か
に
観
て

い
た
だ
く
よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す
」と
も
。

　

溌
溂
と
明
る
く
、笑
顔
が
素
敵
な
森
永

さ
ん
。そ
の
人
柄
か
ら
、時
に
は
相
談
事
を

も
ち
か
け
ら
れ
る
こ
と
も
。そ
ん
な
と
き
は

聞
き
役
に
徹
す
る
と
の
こ
と
。

　

印
象
に
残
って
い
る
の
は
、数
年
前
の
企
画

展「
家
族
の
絆
」で
、「
野
い
ば
ら
の
花
咲
く

道
に
」や「
昼
の
月
」な
ど
の
詩
の
前
で
涙
を

流
す
方
が
と
て
も
多
か
っ
た
こ
と
。身
に
つ

ま
さ
れ
た
と
、当
時
を
振
り
返
り
ま
し
た
。

　

記
念
館
で
の
様
々
な
人
と
の
出
会
い
が
な

に
よ
り
の「
宝
物
」と
い
う
森
永
さ
ん
。「
こ

こ
に
い
る
と
夢
心
地
で
、す
ご
く
幸
せ
。体
の

続
く
限
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
を
続
け
ま

す
」と
力
強
く

宣
言
。記
念
館

は
こ
う
し
た

人
た
ち
に
よ
っ

て
も
支
え
ら

れ
て
い
る
と
感

じ
ま
し
た
。

（
タ
ン
ポ
ポ
だ
よ
り

編
集
部・太
田
）

坂村真民記念館ボランティアガイドについて

　坂村真民記念館では現在、30名ほどのボランティ
アガイドが活動を行っています。原則として、開館日は
ボランティアガイドが最低１名は待機し、団体での来
館者が予定される際は、複数人で対応しています。
　ボランティアガイドの募集は毎年行なわれ、希望者
は秋に実施される養成講座（全9回）を受講。修了者
には修了証書が授与され、翌年１月からボランティア
活動に参加できます。
　また、最新情報などをボランティアガイド間で共有す
るため、２〜３カ月おきに継続研修（１日）も実施されて
います。

野
い
ば
ら
の
花
咲
く
道
に 

母
を
思
う 

か
わ
る
が
わ
る 

か
つ
い
で
いっ
た 

母
の
ひ
つ
ぎ
の 

と
わ
の
わ
か
れ
の 

ふ
る
さ
と
の 

山
な
か
の 

道
を
思
う

苦
難
の
一
生
を 

慰
め
た
た
え 

は
な
む
け
の
花
束
と 

咲
い
て
く
れ
た 

野
い
ば
ら
の
香
り
を
か
い
で
　

は
は
そ
は
の
母
を
思
う

野
い
ば
ら
の
花
咲
く
道
に
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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～」は、つらい時も、苦しい時も、うれしい時も、いつも
真民詩を拠り所に生きてきた読者の皆様と、これからも共に歩いてゆ
くことを願った記念館の想いを込めた展示となっています。どうぞ、坂
村真民に会いに記念館に来てください。お知り合いの方を誘って一
緒に来てください。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.28 春号
平成31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
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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

　
徳
真
会
グ
ル
ー
プ
は
、
１
９
８
１
年
新
潟
県

の
旧
新
津
市
と
い
う
地
方
の
小
さ
な
町
よ
り
始

ま
り
ま
し
た
。
ユ
ニ
ッ
ト
３
台
、
ス
タ
ッ
フ
６

名
と
い
っ
た
ど
こ
に
で
も
あ
る
様
な
歯
科
医
院

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
以
来
38
年
間
、
常
に
患
者

さ
ま
本
意
の
歯
科
医
療
の
あ
り
方
を
追
求
し
続

け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
会
依
存
度
の
低
い
自

立
し
た
組
織
運
営
を
模
索
し
、「
世
界
が
舞
台
」

と
い
う
意
識
で
組
織
創
り
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。

　
現
在
、
年
間
90
万
人
の
患
者
さ
ま
に
ご
来
院

頂
く
、
世
界
最
大
級
の
歯
科
医
療
グ
ル
ー
プ
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
時
代
先
駆
の
組
織
創
り
へ

の
挑
戦
は
ま
だ
ま
だ
続
き
ま
す
。


