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「
自
分
を
戒
め
る
詩
と
そ
れ
を
支
え
る
信
仰
」に
つ
い
て

【
第
二
十
九
回
】 「
思
索
ノ
ー
ト
」
か
ら
読
み
解
く

　
６
月
22
日
か
ら
始
ま
る
企
画
展「
坂
村
真

民
と
箴
言
詩
」の
展
示
内
容
を
検
討
す
る
た

め
、真
民
の「
思
索
ノ
ー
ト
」を
再
度
読
み
返

す
作
業
を
約
３
か
月
か
け
て
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
再
認
識
し
た
の
は
、宇
和
島
に

移
っ
て
か
ら
の「
思
索
ノ
ー
ト
」に
は
、ほ
ぼ

毎
日「
自
分
へ
の
戒
め
と
自
己
を
励
ま
す
言

葉
」が
書
き
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
た
。

　

実
際
の「
思
索
ノ
ー
ト
」の
一
部
を
抜
き

書
き
し
て
み
ま
す
。

　

真
民
は
杉
村
春
苔
先
生
が
い
た
か
ら
こ
そ
、

徹
底
的
に
自
分
を
厳
し
く
戒
め
て
も
、最
後
は

「
大
詩
霊
さ
ま
」が
助
け
て
く
だ
さ
る
と
信

じ
る（
真
民
の
信
仰
の
）こ
と
が
で
き
、前
向
き

に
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

「
真
民
ノ
ー
ト
50
」（
昭
和
33
年
６
月
23
日
）

『
今
の
私
は
か
っ
て
な
い
ほ
ど
の
ス
ラ
ン
プ
だ
。

突
破
せ
よ
こ
の
危
機
を
、坐
禅
に
依
っ
て
突
き
抜
け
て

ゆ
け
。
私
の
詩
は
私
の
詩
で
あ
る
。
他
の
誰
の
模
倣
で

も
な
い
。真
民
よ
、こ
の
道
を
ひ
た
す
ら
に
行
け
。
』

「
詩
記
３
８
４
」（
昭
和
43
年
10
月
30
日
）

『
し
ん
み
ん
よ
、も
っ
と
苦
し
め
、も
っ
と
悩
め
。

お
前
の
詩
は
こ
れ
か
ら
だ
、六
十
か
ら
だ
。

六
十
に
な
る
た
め
に
、あ
と
の
二
ケ
月
を
真
剣
に
送
る
の

だ
。そ
し
た
ら
輝
か
し
い
六
十
代
が
到
来
し
よ
う
。
』

「
詩
記
６
０
６
」（
昭
和
58
年
８
月
４
日
）

『
し
ん
み
ん
よ
、貧
乏
の
ど
ん
底
に
あ
っ
た
頃
の
こ
と

を
忘
れ
る
な
。あ
そ
こ
に
いつ
も
帰
っ
て
ゆ
く
の
だ
。

そ
う
し
た
ら
ど
ん
な
困
難
に
も
打
ち
勝
っ
て
ゆ
け

る
の
だ
。
』

「
詩
記
６
７
８
」（
平
成
３
年
５
月
20
日
）

『
一
番
恐
ろ
し
い
の
は
慢
心
だ
。こ
れ
に
と
り
つ
か
れ
る

と
、ど
ん
な
偉
い
人
で
も
駄
目
に
な
る
。

（
中
略
）

つつ
し
め
、つつ
し
め
。
足
る
こ
と
を
知
り
、
頑
固
一

徹
、慢
心
の
誘
い
に
乗
る
な
か
れ
。
』

「
詩
記
７
３
９
」（
平
成
11
年
５
月
10
日
）

『
九
十
歳
以
後
こ
そ
真
の
詩
が
書
け
る
だ
ろ
う
。
し
っ

か
り
精
進
し
て
ゆ
こ
う
。フ
ラ
フ
ラ
す
る
な
。グ
ラ
グ

ラ
す
る
な
。ウ
コ
サ
ベ
ン
す
る
な
。
自
分
の
道
を
し
っ
か

り
歩
い
て
ゆ
こ
う
。詩
心
一
途
に
生
き
て
ゆ
こ
う
。
』

　

そ
し
て
、今
回
私
が
発
見（
再
認
識
）し
た

の
は
、こ
う
し
た
自
己
へ
の
厳
し
い「
戒
め・箴

言
」の
言
葉
と
同
時
に
、杉
村
春
苔
先
生
への

「
縋
る
言
葉
」と「
祈
り
の
言
葉
」「
救
わ
れ

た
喜
び
の
言
葉
」が
書
か
れ
、そ
れ
が「
厳
し

い
自
己
へ
の
戒
め
」を
支
え
、実
行
し
て
ゆ
く

う
え
で
の「
最
後
の
拠
り
所
」と
な
っ
て
い
る

こ
と
で
す
。こ
れ
は
、杉
村
春
苔
先
生
こ
そ

が
坂
村
真
民
の
宗
教
と
信
仰
の
中
心（
大
詩

母
さ
ま
で
あ
り
、大
詩
霊
さ
ま
）で
あ
っ
た
こ

と
を
物
語
って
い
ま
す
。

　

実
際
の「
思
索
ノ
ー
ト
」を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
詩
記
３
０
２
」（
昭
和
40
年
７
月
20
日
）

『
先
生
と
共
に
歩
む
の
だ
。
先
生
の
光
を
受
け
て
生
き

る
の
だ
。
先
生
に
さ
さ
げ
る
詩
を
つ
く
る
の
だ.

せ
ん
せ

い
あ
り
て
わ
た
し
が
あ
る
。そ
の
あ
り
が
た
さ
が
わ
た

し
の
宗
教
な
の
だ
。
』

「
詩
記
４
９
１
」（
昭
和
48
年
５
月
９
日
）

『
先
生
だ
け
が
わ
た
し
の
唯
一
の
力
で
あ
り
，わ
た

し
の
光
で
あ
る
。
わ
た
し
の
こ
の
世
で
の
心
で
あ

り
、神
で
あ
り
、菩
薩
さ
ま
で
あ
る
。大
詩
母
さ
ま

い
ま
し
て
わ
た
し
は
大
詩
霊
さ
ま
の
信
仰
に
生
き

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
』

「
詩
記
７
０
８
」（
平
成
７
年
７
月
28
日
）

『
大
詩
母
さ
ま
が
お
ん
守
り
下
さ
る
。こ
れ
が
わ
た

し
の
信
仰
で
あ
る
。
大
詩
母
さ
ま
の
お
か
げ
で
生

き
て
き
た
。わ
た
し
の
信
仰
は
こ
れ
で
よ
い
。
』
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◆
ズ
シ
ン
と
心
に
響
く

　

夫
と
と
も
に
表
装
店
を
営
ん
で
い
た
私

は
、今
か
ら
30
年
ほ
ど
前
に
、知
人
を
通
し

て
真
民
先
生
の
詩
と
出
合
い
ま
し
た
。先

生
が
書
か
れ
た
原
爆
の
詩
が
胸
に
ズ
シ
ン
と

響
い
た
の
で
す
。そ
れ
は
、私
が
終
戦
の
１
ヵ

月
前
に
生
ま
れ
た
の
で
、戦
争
が
特
別
な
意

味
を
持
って
い
た
か
ら
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
５
年
ほ
ど
の
ち
、詩
の
表
装
を

依
頼
さ
れ
た
と
き
に
、初
め
て
お
会
い
し
ま

し
た
。初
印
象
は
、凛
と
し
て
筋
が
通
っ
て
い

る
方
だ
と
い
う
こ
と
。清
潔
感
が
あ
っ
て
、ま

る
で
後
光
が
射
し
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

◆
表
装
に
込
め
た
思
い

　

先
生
の
詩
は
４
、50
点
ほ
ど
表
装
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
で
し
ょ
う
か
。「
こ
う
し
て
ほ
し
い
」

と
い
う
よ
う
な
注
文
は
一
切
な
し
で
、す
べ
て

vol.29

記念館で展示されている真民詩の軸や額。その多くは、真民ファンである浅海好美さん
が、ご主人とともに仕立てたものだ。深遠な真民詩の世界に寄り添う奥ゆかしく気品ある
表装には、好美さんの思いが込められている。

詩の世界を大切にした表装を

タンポポ堂にて。浅海さんは現在、「まつやま山頭火倶楽
部」でも活躍中

浅海夫妻による表装。店は数年前に畳んだ

浅
あ さ

海
み

 好
よ し

美
み

 さん（73歳）

任
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

詩
墨
作
品
を
汚
さ
ぬ
よ
う
丁
寧
に

扱
う
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、表
装
が

作
品
よ
り
目
立
っ
て
詩
の
世
界
を
損

な
わ
ぬ
よ
う
心
が
け
ま
し
た
。表
装
に

使
う
裂き
れ

地じ

が
な
か
な
か
決
ま
ら
ず
、

反
物
を
何
十
本
と
並
べ
て
数
時
間
悩

む
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
完
成
し
た
作
品
に
は
特
別
な

思
い
が
あ
り
ま
す
。私
た
ち
が
手
が
け
た

作
品
が
記
念
館
で
立
派
に
展
示
さ
れ
て
い

る
の
を
目
に
す
る
と
、再
会
の
喜
び
と
と
も

に
、制
作
当
時
の
こ
と
が
あ
れ
こ
れ
思
い
出

さ
れ
ま
す
。

◆
先
生
は
「
心
の
宝
」

　

先
生
の
詩
の
中
で
は
、ほ
の
ぼ
の
と
し
た

家
族
の
温
か
さ
が
に
じ
み
出
て
い
る「
飯

台
」の
詩
が
一
番
好
き
で
す
。「
め
ぐ
り
あ

い
の
ふ
し
ぎ
に
手
を
合
わ
せ
よ
う
」も
い
い

で
す
ね
。宇
和
島
水
産
高
校
の
え
ひ
め
丸

事
故
の
時
は
、関
係
者
の
皆
さ
ん
の
心
の
慰

め
に
な
れ
ば
と
、真
民
詩
集
を
20
冊
ほ
ど
お

贈
り
し
ま
し
た
。

　

先
生
に
お
会
い
す
る
と
、光
が
パ
ー
ッ
と

射
し
て
く
る
よ
う
で
し
た
。不
思
議
な
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。３
歳
だ
っ
た
孫
が
、真
民

さ
ん
の
ポ
ス
タ
ー
を
見
て「
こ
れ
誰
？
」と
何

度
も
聞
く
ん
で
す
。「
真
民
さ
ん
よ
」と
教

え
る
と
、「
真
民
さ
ん
、真
民
さ
ん
」と
歌
い

な
が
ら
、ま
る
で
一
遍
上
人
の
踊
り
念
仏
の

よ
う
に
両
手
を
上
げ
て
嬉
し
そ
う
に
踊
る

ん
で
す
。子
ど
も
心
に
も
な
に
か
感
じ
る
こ

と
が
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

　

私
は
毎
月
の
朴
庵
例
会
や
重
信
川
源
流

で
の「
川
ま
つ
り
」な
ど
の
催
事
に
も
ほ
と
ん

ど
参
加
し
ま
し
た
。砥
部
の
実
家
で
獲
れ

た
ミ
カ
ン
や
ツ
ク
シ
、ビ
ワ
な
ど
お
持
ち
す
る

と
、た
い
そ
う
喜
ん
で
く
だ
さ
っ
た
こ
と
も

懐
か
し
い
思
い
出
で
す
。

　

ご
逝
去
の
報
が
届
い
た
と
き
は
、重
信
橋

か
ら
ご
自
宅
に
向
か
っ
て
手
を
合
わ
せ
、ご

冥
福
を
お
祈
り
し
ま
し
た
。

　

私
に
と
っ
て
先
生
は「
心
の
宝
」。先
生
に

な
ら
っ
て
、ま
っ
す
ぐ
に
生
き
な
い
と
い
け
な

い
と
、自
戒
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。

今
で
も
、記
念
館
に
行
く
と
、向
こ
う
か
ら

先
生
が
歩
い
て
こ
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
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「
自
ら
を
励
ま
す
う
た
」

　

こ
の
詩
は
、真
民
が
48
歳
の
時
に
書
い
た

詩
で
す
。吉
田
高
校
か
ら
宇
和
島
東
高
校

に
転
勤
と
な
っ
て
、宇
和
島
に
住
む
よ
う
に

な
っ
て
１
年
目
の
頃
で
す
。

　

吉
田
時
代
は
、何
と
言
っ
て
も
、大
乗
寺

で
毎
日
参
禅
す
る
こ
と
が
、真
民
の
生
活

の
中
心
で
し
た
が
、宇
和
島
に
変
わ
っ
て
き

て
、参
禅
が
出
来
な
く
な
り
、精
神
的
な
支

え
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、さ
ら
に
そ
の
大
乗
寺
を
中
心

と
し
た
、親
し
い
友
人
と
の
交
流
が
な
か
な

か
出
来
な
く
な
り
、日
常
の
生
活
の
中
で
、

信
頼
で
き
る
友
が
い
な
い
、淋
し
い
、孤
独

な
想
い
を
持
っ
て
生
き
て
い
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
真
民
の
気
持
ち
を
、自
ら
励
ま

す
た
め
に
作
ら
れ
た
の
が
こ
の
詩
な
の
で
す
。

　

こ
の
時
期
の
真
民
は
、人
情
味
あ
ふ
れ
る

吉
田
の
人
た
ち
と
別
れ
て
、ま
だ
ま
だ
宇

和
島
の
人
た
ち
と
の
交
流
も
な
く
、精
神

的
に
も
落
ち
着
か
な
い
状
況
の
中
で
生
活

し
て
い
ま
し
た
。

　

本
当
に
、詩
も
書
け
な
く
な
る
ほ
ど
ス
ラ

ン
プ
に
陥
り
、何
と
か
し
て
そ
こ
か
ら
脱
却

し
な
い
と
い
け
な
い
と
、毎
日
真
剣
に
考
え

て
い
る
中
で
、自
分
を
奮
い
立
た
せ
、毅
然

と
し
た
気
持
ち
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
と
必
死
で
思
っ
て
い
る
真
民
の
姿
が
、

浮
か
ん
で
く
る
よ
う
な
詩
で
す

　

真
民
は
こ
の
詩
を
書
く
３
年
前
に
、宇

和
島
の
映
画
館
で「
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
征
服
」

と
い
う
、イ
ギ
リ
ス
登
山
隊
の
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト

登
頂
に
成
功
す
る
記
録
映
画
を
観
て
い
ま

す
。ま
た
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
隊
の
マ
ナ
ス

ル
登
頂
の
記
録
映
画「
白
き
神
々
の
座
」を

２
年
前
に
家
族
全
員
で
観
て
、感
動
し
た

こ
と
を「
思
索
ノ
ー
ト
」に
書
い
て
い
ま
す
。

　

ど
ち
ら
の
映
画
も
、過
酷
な
状
況
の
中

で
山
頂
に
向
け
て
孤
独
な
歩
み
を
続
け
る

登
山
家
と
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
現
地
人

シ
ェ
ル
パ
の
姿
に
、今
の
自
分
の
立
場
と
気

持
ち
を
重
ね
て
、こ
の
詩
を
書
い
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
深
海
の
魚
の
よ
う
に
、自
ら

燈と
も
し
びを

つ
け
て
、ど
ん
底
か
ら
真
理
を
発
見

し
て
、前
進
」す
る
こ
と
を
、自
ら
に
訴
え
、

自
ら
を
励
ま
し
て
い
る
詩
な
の
で
す
。

　

坂
村
真
民
記
念
館
で
は
、６
月
22
日
か

自
分
を
奮
い
立
た
せ
、毅
然
と
し
た
気
持
ち
を
持
つ
た
め
に

ら
新
し
い
企
画
展「
坂
村
真
民
と
箴
言
詩

～
自
分
を
厳
し
く
戒
め
、明
日
へ
向
か
っ
て

生
き
る
た
め
の
詩
～
」を
開
催
す
る
予
定

で
す
が
、こ
の
詩
も
展
示
す
る
こ
と
に
し
て

い
ま
す
の
で
、是
非
ご
来
館
の
う
え
、真
民

直
筆
の
詩
を
見
て
く
だ
さ
い
。
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自分の成長と社会奉仕に関心のある方へ

TEL089-969-3643（坂村真民記念館）問い合わせ先

講座概要・日程表

〈電　話〉
〈メール〉

089-969-3643
info@shinmin-museum.jp

令和元年
9月6日(金)～12月6日(金) 

令和元年
7月10日(水)～8月31日(土) 

希望者は、電話かメールで申し込みください。メールの方は、氏名、住所、
年齢、性別、電話番号を記載してお送りください。

■ 来館者の方から質問を受け、館長に
聞いたり、自分で調べていく中で、自分
が知らなかった真民さんのことが良く
分るようになった。

■ 来館者の方が熱心なファンで、色 と々
教えてもらうことが何度もある。

■ 来館者の方と話をすることにより、自
分自身が成長することに気付いた。

現在35名の方が活動されています。
（30代から80代まで幅広い方々がいらっしゃ
います。）

記
念
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

講座を修了し、
現在ボランティアガイドとして
活躍されている方々の声

令和元年度坂村真民記念館
ボランティアガイド養成講座・募集要項

ボランティアガイドをしませんか

25名程度（先着順）
受講決定者には、記念館よりお知らせします。

坂村真民記念館
会議室

修了者には修了証書を授与し、令和2年１月から１日4時間を月
に2～3回程度ガイドしていただきます。最初はベテランのガイド
さんと一緒に行い、慣れてから１～2人でガイドします。

回数 日　　時 講　座　内　容 講　　師
1   9月  6日（金） 10:00～12:00 開講式 ・ 坂村真民の生涯（１） 坂村真民記念館館長 西 澤 孝 一

2   9月13日（金） 10:00～12:00 坂村真民の生涯（２） 坂村真民記念館館長 西 澤 孝 一

3   9月27日（金） 10:00～12:00 坂村真民の人生と詩について（ビデオ鑑賞） 坂村真民記念館館長 西 澤 孝 一

4 10月  4日（金） 10:00～12:00 真民詩の魅力とその背景（１） 三瓶・吉田時代 坂村真民記念館館長 西 澤 孝 一

5 10月18日（金） 10:00～12:00 真民詩の魅力とその背景（２） 宇和島時代 坂村真民記念館館長 西 澤 孝 一

6 11月  1日（金） 10:00～12:00 真民詩の魅力とその背景（３） 砥部時代 坂村真民記念館館長 西 澤 孝 一

7 11月  8日（金） 10:00～12:00 家族にとっての坂村真民 長女 田中 梨恵子 三女 西澤 眞美子

8 11月22日（金） 10:00～12:00 記念館の特色と展示作品の解説（講義） 坂村真民記念館館長 西 澤 孝 一

9 12月  6日（金） 10:00～12:00 記念館の特色と展示作品の解説（実習） 修了式 坂村真民記念館館長 西 澤 孝 一

定員

受講
期間

募集
期間

場所

受講無料

募集
受付

　隔月第３日曜日（原則）に一般の方を対象と
した日曜講座（一般）を開設しています。本講
座は各１回で完結する講座です。坂村真民
について興味をお持ちの方ならどなたでもお
気軽にご参加いただけます。
　真民詩集または真民の随筆集を順番に採
りあげ、その中から５～６篇の詩または３～４
小節を選び、その意味と背景について館長が
分かりやすく解説します。その後参加者の皆
様と意見や感想を交換しながら、真民につい
て理解を深めていただくための講座です。
　現在は、随筆集「めぐりあいのふしぎ」を採
りあげ、毎回１５～２０ページずつ読んでいま
す。どうぞ、お気軽に参加して、真民の生きて
きた足跡を一緒に辿ってみませんか。

真民さんの詩や随筆を一緒に読みませんか

日曜講座のご案内

10時30分～12時

〈令和元年〉
7月21日、8月は休み、９月15日、
10月20日、11月は休み、
12月15日

日曜講座の受講を希望される方は、お電話またはＦＡＸで
以下の項目を、受講日の1週間前までにご連絡して下さい。

〈必要事項〉
①氏名 ②住所 ③電話番号 ④受講を希望する講座名
⑤受講を希望する日 ⑥年齢 ⑦性別 

20名時間 募集人数

お申し込み方法

開催
日程

〈電　話〉

〈 F A X 〉
089-969-3643
089-969-3644
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コーヒー
ブレイク

　

岡
山
出
身
で
戦
後
松
山
に
暮
ら
し
た
大

山
澄
太
さ
ん
は
、逓
信
省
の
機
関
紙
の
編
集

長
な
ど
を
務
め
る
一
方
、早
く
か
ら
禅
の
修

行
に
も
励
み
ま
し
た
。ま
た
、俳
句
を
通
じ

て
知
り
合
っ
た
種
田
山
頭
火
と
意
気
投
合

し
、彼
を
支
援
、山
頭
火
の
死
後
は
、そ
の
顕

彰
に
尽
力
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

戦
後
、「
大
耕
舎
」と
称
し
た
松
山
市
の

自
宅
で
、月
刊
の
個
人
誌『
大
耕
』を
発
行
。

講
演
も
数
多
く
、社
会
教
育
家
と
し
て
足

跡
を
残
し
ま
し
た
。

　

真
民
さ
ん
と
、10
歳
年
長
の
大
山
さ
ん
の

縁
は
ど
の
よ
う
に
結
ば
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
『
三
昧
』に
よ
れ
ば
、初
対
面
は
三
瓶
時

代
。真
民
さ
ん
は
昭
和
21
年
に
短
歌
結
社

「
蒼そ
う
き
ゅ
う穹

」の
同
人
だ
っ
た
佐
伯
秀
雄
さ
ん
に

招
か
れ
、熊
本
か
ら
愛
媛
県
三
瓶
町
へ
移
り

ま
し
た
。

真
民
詩
を
早
く
か
ら
評
価

大お

お

山や

ま

澄す

み

太た

さ
ん
と
真
民
さ
ん

「
坂
村
真
民
さ
ん
は
、詩
を
作
る
た
め
に
、こ
の
世
に
生
れ
て
き
、

そ
し
て
詩
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、生
き
て
ゐ
る
や
う
な
人
で
あ
る
」

昭
和
26
年
、大
山
澄
太
さ
ん
主
宰
の
大
耕
舎
か
ら
出
版
さ
れ
た

真
民
さ
ん
の
第
二
詩
集『
三
昧
』で
、同
氏
は
跋
文
に
こ
う
記
し
ま
し
た
。

種
田
山
頭
火
を
世
に
出
し
た
大
山
さ
ん
は
、詩
人
と
し
て
の
真
民
さ
ん
を
早
く
か
ら
評
価
し
て
い
た
の
で
す
。

　

あ
る
時
、佐
伯
さ
ん
を
訪
ね
て
き
た
大
山

さ
ん
に
紹
介
さ
れ
ま
す
。初
対
面
で
は
あ
っ

た
の
で
す
が
、真
民
さ
ん
は
す
で
に
大
山
さ

ん
の
著
作
を
読
ん
で
お
り
、し
か
も
、二
人
は

国
文
学
雑
誌『
文
藝
文
化
』に
し
ば
し
ば
寄

稿
し
て
い
た
よ
う
で
、「
誌
上
で
は
旧
知
の
間

柄
」（
大
山
）だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。

　

二
人
は「
ど
ん
ど
ん
仲
よ
く
な
っ
て
」（
大

山
）、大
洲・如
法
寺
や
吉
田
の
大
乗
寺
な
ど

で
大
山
さ
ん
が
主
宰
す
る
禅
の
修
養
会
に

真
民
さ
ん
も
加
わ
り
、互
い
の
家
を
訪
ね
る

な
ど
交
遊
を
深
め
て
い
き
ま
し
た
。

　

短
歌
か
ら
詩
に
転
じ
た
真
民
さ
ん
は
、昭

和
26
年
春
に
第
一
詩
集『
六
魚
庵
天
国
』

を
刊
行
。そ
の
わ
ず
か
半
年
後
に
第
二
詩
集

『
三
昧
』を
大
耕
舎
か
ら
出
版
し
、大
山
さ

ん
は
跋
文
で
、冒
頭
の
言
葉
を
次
の
よ
う
に

続
け
て
い
ま
す
。

　
「
真
民
さ
ん
の
詩
は
、よ
く
解
る
、
平
淡

で
あ
り
な
が
ら
、
非
常
に
深
い
も
の
の
影
を

映
じ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
何
と
も
云
へ
ぬ
寂

寞
な
リ
ズ
ム
を
抱
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
真
民

さ
ん
が
、魂
の
世
界
を
、
ぐ
ん

へ

掘
下
げ

て
、
果
も
な
く
旅
を
つ
づ
け
て
ゐ
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
」　

　

真
民
さ
ん
も
同
詩
集
の「
あ
と
が
き
」で
、

大
山
さ
ん
と
の
邂
逅
を「
全
く
前
世
か
ら
の

深
い
え
に
し
と
い
う
外
な
い
」「
仏
縁
の
二
字

で
表
す
外
な
い
由
縁
の
糸
の
不
可
思
議
さ

を
泌
々(

し
み
じ
み)

と
感
ず
る
」「
孤
独
な
流

転
の
私
を
ど
ん
な
に
力
づ
け
勇
気
づ
け
鞭
う

ち
励
ま
し
て
下
さ
る
」と
、尊
崇
の
気
持
ち

を
表
し
ま
す
。

　

砥
部
に
移
っ
た
真
民
さ
ん
は
、大
山
さ
ん
の

月
例
会“
涼
風
会
”に
頻
繁
に
参
加
し
、自
作

の
詩
を
朗
誦
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
「
タ
ン
ポ
ポ
だ
よ
り
」前
号
で
ご
紹
介
し
た

陶
芸
家・山
本
教
行
さ
ん
も
、20
歳
の
頃
に

真
民
さ
ん
の
案
内
で
大
耕
舎
を
訪
ね
、以
後
、

『
大
耕
』の
詩
友
と
な
る
な
ど
、大
山
さ
ん

と
の
交
流
が
続
い
た
そ
う
で
す
。

　

大
山
さ
ん
の
労
作『
定
本
山
頭
火
全
集
』

（
全
７
巻
・
昭
和
45
年
刊
）の
推
薦
者
11
人

に
は
、土
岐
善
麿
、金
子
兜
太
、山
本
健
吉
、

永
六
輔
ら
と
と
も
に
、真
民
さ
ん
も
名
を
連

ね
て
い
ま
す
。

　

厳
し
い
求
道
の
精
神
か
ら
生
ま
れ
る
真

民
詩
の
真
髄
を
見
事
に
つ
か
み
と
っ
た
大
山

さ
ん
と
、禅
の
思
想
を
体
現
し
た
大
山
さ
ん

に
私
淑
し
た
真
民
さ
ん
で
す
が
、二
人
の
交

わ
り
は
大
山
さ
ん
の
晩
年
に
は
希
薄
に
な
っ

た
よ
う
で
す
。し
か
し
な
が
ら
真
民
さ
ん
は
、

平
成
６
年
に
大
山
さ
ん
が
95
歳
で
亡
く
な
っ

た
時
、「
大
山
先
生
が
い
な
け
れ
ば
山
頭
火

が
世
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」と
い

う
追
悼
の
言
葉
を
日
記
に
残
し
て
い
ま
す
。

（
タ
ン
ポ
ポ
だ
よ
り
編
集
部
：
太
田
由
美
子
）

『三昧』表紙は日本画の大家・川合玉堂、
裏表紙は真民さんが描いた

大山澄太さん
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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〉　現在開催している開館７周年記念特別展「真
民詩とともに生きてゆく」の中で、これまで７年間の来館者から頂
いた「記念館と真民へのメッセージ」を展示していますが、ここ
に今後の記念館の方向性が示されているように思われます。
詳細は次号のタンポポだよりで読み解いてみたいと思っていま
す。まだご覧になっていない方は、是非記念館で実物を見てく
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.29 夏号
令和元年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

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

　
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
。


