
館長エッセイ
【第三十回】

「来館者からのメッセージ」に
力をもらって

これからが本番、しっかり明るく生きる決意
 「まだ序の口」

真民詩とわたし
宇和島東高校時代の真民先生の思い出

記念館からのお知らせ
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「
来
館
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」に
力
を
も
ら
っ
て

【
第
三
十
回
】 

真
民
詩
に
救
わ
れ
、
励
ま
さ
れ
た
約
２
０
０
０
人
の
想
い

　

平
成
31
年
３
月
か
ら
開
催
し
た
、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
～
」の
中
で
、こ
の
７
年
間
に
来
館
し
て

く
だ
さ
っ
た
約
２
０
０
０
人
の
方
の「
真
民
へ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」を
要
約
し
て
展
示
し
ま
し

た
。

　

こ
れ
は
、こ
の
７
年
間
に
来
館
し
て
く
だ

さ
っ
た
約
８
万
人
の
う
ち
、約
２
０
０
０
人

の
方
が
、記
念
館
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
の

「
真
民
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」と
い
う
欄
に
回
答

し
て
下
さ
っ
た
も
の
で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
胸
に
、記
念
館
に
来

て
く
だ
さ
っ
た
方
々
が
、真
民
詩
と
向
き
合

い
、真
民
詩
と
語
り
合
い
、何
か
自
分
の「
こ

れ
か
ら
の
生
き
る
道
」「
生
き
る
励
ま
し
」

を
貰
っ
て
帰
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
こ
と
が
、良

く
分
か
り
ま
し
た
。

　

約
２
０
０
０
人
の
方
か
ら
の
、心
の
こ
も
っ

た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
ん
で
、こ
の
記
念
館
の
あ

る
べ
き
姿
と
今
後
の
方
向
性
を
示
し
て
い

た
だ
い
た
感
じ
が
し
ま
し
た
し
、ア
ン
ケ
ー

ト
を
読
ん
だ
私
が
、感
動
し
、励
ま
さ
れ
る

こ
と
が
、た
び
た
び
あ
り
ま
し
た
。

　
「
記
念
館
を
開
館
し
て
良
か
っ
た
。こ
れ

か
ら
も
、こ
の
人
た
ち
の
た
め
に
頑
張
っ
て
、

こ
の
記
念
館
を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」と
強
く
思
い
ま
し
た
。

　

書
か
れ
た
メ
ー
ッ
セ
ー
ジ
は
、本
当
に
様
々

な
思
い
が
込
め
ら
れ
た
も
の
で
、す
べ
て
ご

紹
介
し
た
い
の
で
す
が
、紙
面
の
関
係
も
あ

り
、そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

【
来
館
者
か
ら
の
メッ
セ
ー
ジ
】

「
疲
れ
た
時
、し
ん
ど
い
時
に
こ
こ
に
来
る
と

励
ま
さ
れ
ま
し
た
。真
民
さ
ん
の
教
え
を
胸

に
自
分
の
ペ
ー
ス
で
生
き
て
い
き
ま
す
。」

（
50
代
女
性
）

「
時
々
病
ん
で
し
ま
って
死
に
た
い
と
思
う
と

き
も
あ
り
ま
す
が
、産
ん
で
く
れ
た
母
、周

り
に
感
謝
し
て
、生
き
て
い
き
た
い
で
す
。」

（
10
代
女
性
）

「
人
間
味
と
優
し
さ
を
感
じ
取
れ
る
詩
ば
か

り
。自
分
自
身
、人
への
思
い
や
り
を
も
っ
と
思

う
べ
き
と
教
え
て
も
ら
っ
た
。」 （
50
代
男
性
）

「
心
が
折
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
、真
民
さ
ん
の

詩
を
思
い
出
し
ま
す
。」       （
50
代
女
性
）

「
生
き
る
事
を
前
向
き
に
教
え
て
く
だ
さ
っ

て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。定
年
後
の
人

生
、ち
ょっ
と
見
直
し
て
み
た
い
で
す
。」

（
50
代
女
性
）

「
人
と
し
て
大
切
な
こ
と
を
簡
潔
に
わ
か
り

や
す
く
教
え
て
下
さ
っ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。」　　
　
　
　
　
　
（
50
代
男
性
）

「
あ
な
た
の
言
葉
で
頑
張
って
み
よ
う
と
い
う

気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。」    （
60
代
男
性
）

「
人
生
へ
の
戒
め
を
も
ら
っ
た
気
が
し
ま
し

た
。」　　
　
　
　
　
　
　

   （
50
代
男
性
）

　

毎
日
を
真
剣
に
、一
生
懸
命
生
き
て
い

る
方
た
ち
の「
心
の
叫
び
」や「
自
分
へ
の
戒

め
」の
言
葉
も
あ
り
ま
す
が
、大
多
数
の
方

は「
真
民
詩
を
読
ん
で
救
わ
れ
た
こ
と
へ
の

感
謝
」と「
真
民
詩
に
よ
っ
て
前
向
き
に
生

き
る
事
を
教
え
ら
れ
た
こ
と
へ
の
お
礼
」「
こ

の
記
念
館
へ
の
エ
ー
ル
」を
書
い
て
下
さ
って
い

ま
す
。

　

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
き
ま
し
た
。そ
の

坂
村
真
民
の
生
き
方
と
そ
こ
か
ら
生
ま
れ

た
詩
が
、こ
ん
な
に
多
く
の
人
々
に「
生
き
る

勇
気
と
希
望
」を
与
え
て
い
た
こ
と
を
再
認

識
す
る
と
と
も
に
、こ
れ
こ
そ
が
こ
の
坂
村

真
民
記
念
館
の「
存
在
意
義
」で
あ
り「
あ

る
べ
き
姿
」で
あ
り
、「
進
む
べ
き
方
向
」な

の
だ
と
確
信
し
ま
し
た
。

　

皆
様
の
温
か
い
ご
支
援
と
励
ま
し
を
い

た
だ
い
て
、こ
れ
か
ら
も
一
歩
づ
つ
、こ
つ
こ
つ

と
、ま
だ
ま
だ
真
民
詩
を
知
ら
な
い
多
く
の

人
た
ち
に
真
民
詩
を
届
け
て
い
か
な
け
れ

ば
、と
思
って
い
ま
す
。



来　館　者　か　ら　の　メ　ッ　セ　ー　ジ

あなたの言葉で頑張ってみようという

気持ちになりました

人生への戒めをもらった気がしました。

メッセージカードが涙で見えなくなりました。

また来ます。

やっと来館できました。人生これから。真民

先生の真摯な生き方に少しでも近づけるよ

うに楽しく生きていきます。

人として大切なことを簡潔にわかりやすく教え

て下さってありがとうございます。

疲れた時、しんどい時にここに来ると励まされ

ました。真民さんの教えを胸に自分のペース

で生かしていきます。

家族や人間に対する愛情豊かな詩にハッ

と胸をつかれました。私も本気で物事にあた

らねばと思う次第です。

時々病んでしまって死にたいと思うときもあり

ますが、産んでくれた母、周りに感謝し、生き

ていきたいです。

生きる力を与えてくださりありがとうござい

ます。明日からまた前向きに生きて行ける

と思います。何かつらいことがあったらま

た来ます。

また寄らせて頂きます。56才になってはじめて

真民さんの世界に深く関わっていきたいと思う

ようになりました。

私にも何かできる事はないかと探す」

その心が欠けているんだなあと反省

生きる力が湧いてきました。昨年は主人と

二人で参りました。今年は主人が他界しま

した。1人で頑張ってみます。

心が折れそうになった時真民さんの詩を

思い出します。日めくりカレンダーを毎日め

くっています。

心の洗濯ができました、頑張れる力と

なりました。

心の中に優しく静かに全部の言葉が入り

込んでくれました。

新しい気づきをありがとうございました。

はっとして涙が出てきました。

忙しい毎日、先生の言葉で立ち止まり、前に

進むことができます。

一日一生、最後まで私たちに生き方を教えて

頂き、改めて残る人生を学びの中で生きてい

きたいです。

（60代 男性）

（50代 男性）

（60代 男性）

（60代 男性）

（50代 男性）

（50代 女性）

（30代 女性）

（10代 女性）

（60代 男性）

（50代 男性）

（30代 女性）

（60代 女性）

（50代 女性）

（50代 女性）

（60代 女性）

（80代 女性）

（60代 女性）

（50代 女性）

〝生きる〟事を前向きに教えてくださってありが

とうございます。定年後の人生、ちょっと見直

してみたいです。 （60代 女性）
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◆
わ
け
へ
だ
て
の
な
い
指
導

　

私
が
宇
和
島
東
高
校
に
赴
任
し
た
の
は

昭
和
37
年
で
、真
民
先
生
は
国
語
科
主
任

で
あ
ら
れ
た
。先
生
と
私
は
、二
回
り
違
う

酉
年
同
士
で
、親
子
ほ
ど
の
年
齢
差
に
も
か

か
わ
ら
ず
、同
じ
目
線
で
ご
指
導
を
い
た
だ

い
た
。

　

着
任
早
々
に
発
行
さ
れ
た「
図
書
館
報
」

の
４
月
号
を
見
て
感
動
し
た
。冒
頭
に「
へ
ん

ろ
み
ち
」と
題
す
る
先
生
の
詩
が
載
っ
て
い

る
。「
へ
ん
ろ
み
ち　

た
ん
ぽ
ぽ
の
花　

咲
き

続
き
」に
始
ま
る
一
四
節
の
作
品
で
あ
る
。

冒
頭
の
真
民
詩
は
、前
年
の
９
月
号
か
ら
始

ま
って
い
て
、先
生
が
吉
田
高
校
へ
転
任
さ
れ

る
昭
和
40
年
の
３
月
号
ま
で
続
い
た
。

◆
生
徒
に
慕
わ
れ
る

　

昭
和
39
年
３
月
に
刊
行
さ
れ
た
生
徒
会

誌「
鬼
ケ
城
」に
は
、担
任
を
し
て
い
た
ク
ラ

ス
の
生
徒
が
、「
オ
ー
ル
詩
人　

三
年
六
組

坂
村
ル
ー
ム
」と
題
し
て
、「
諸
君
、す
で
に

vol.30

松山在住で、一遍会理事・松山子規会相談役を務める今村威さんは、宇和島東高等学
校で真民さんの同僚教諭であり、家族ぐるみの付き合いは真民さんが亡くなるまで続い
た。その人柄と詩について、「名利を追わず、詩には雑念がない」と高く評価する今村さん
が、思い出を寄せた。

宇和島東高校時代の真民先生の思い出

白衣姿でシュバイツァー博士に扮した真民先生

宇和島東高時代
（昭和39年年度卒業アルバムより）

仏海寺下の旧居（左の塀）周辺

今
い ま む ら

村 威
たけし

 さん（86歳）

ご
存
じ
で
あ
ろ
う
。我
が
大
家
族
の
父
で
あ

り
、我
が
校
唯
一
の
詩
人
で
あ
る
坂
村
真
民

先
生
を
。あ
の
秋
晴
れ
の
空
の
よ
う
に
澄
み

渡
っ
た
目
で
、我
等
を
励
ま
し
、力
づ
け
、い

か
な
る
苦
し
み
、悲
し
み
に
も
負
け
な
い
人

間
へ
と
、我
々
を
、毎
日
毎
日
、一
歩
一
歩
と

導
い
て
く
だ
さ
る
。」と
書
い
て
い
る
。

　

薬
師
谷
渓
谷
で
事
故
が
あ
り
、生
徒
が

亡
く
な
っ
た
。先
生
は
清
ら
か
な
小
石
を
いっ

ぱ
い
拾
っ
て
こ
ら
れ
て
、一
字
一
石
の「
般
若

心
経
」を
お
書
き
に
な
り
、渓
谷
の
流
れ
に

投
じ
て
、冥
福
を
祈
ら
れ
た
。

　

運
動
会
の
仮
装
競
争
で
、シ
ュ
ヴ
ァ
イ

ツ
ァ
ー
博
士
の
扮
装
を
さ
れ
た
。仮
装
を
活

か
し
た
寸
劇
で
は
、黒
人
の
患
者
や
看
護
師

に
扮
し
た
生
徒
た
ち
も
熱
演
し
、常
々
博
士

を
尊
敬
し
て
い
た
先
生
は
、と
て
も
喜
ん
で

お
ら
れ
た
。

◆
昴（
す
ば
る
）の
思
い
出

　

真
民
先
生
の
本
名
は「
昂た

か
し
」で
あ
る
。戦

争
末
期
、先
生
も
軍
隊
に
と
ら
れ
、衛
生
兵

に
な
ら
れ
た
。看
護
婦
長
が
星
に
詳
し
い
方

で
、「
昂
」を「
昴す
ば
る
」と
読
み
違
え
、真
民
先

生
を「
す
ば
る
さ
ん
」と
呼
ん
で
い
た
そ
う

で
あ
る
。そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、先
生
が
昴

の
星
を
知
り
た
い
と
言
わ
れ
る
の
で
、秋
の

早
朝
お
伺
い
し
て
、仏
海
寺
に
そ
び
え
る
大

銀
杏
の
て
っぺ
ん
に
輝
い
て
い
る
昴
を
眺
め
た

こ
と
が
あ
っ
た
。

　

先
日
、久
し
ぶ
り
に
、先
生
が
住
ん
で
居

ら
れ
た
仏
海
寺
下
の
お
住
ま
い
の
あ
た
り

を
訪
ね
た
が
、す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て

い
て
、先
生
に
昴
を
お
教
え
し
た
思
い
出
だ

け
が
残
る
。
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「
ま
だ
序
の
口
」　

こ
の
詩
は
、坂
村
真
民
が
92
歳

（
平
成
13
年
）の
誕
生
日
の
日
に

書
い
た
詩
で
す
。

　

坂
村
真
民
は
、小
さ
い
時
か
ら
、

体
の
小
さ
な
ひ
弱
な
少
年
で
し

た
。中
学
生
の
時
に
は
、身
長
が
学

年
で
一
番
低
く
、軍
事
教
練
の
時

に
使
う
歩
兵
銃
よ
り
小
さ
い
の
で

騎
兵
銃
を
持
た
さ
れ
、徴
兵
検
査

で
は「
筋
骨
薄
弱
第
二
乙
」と
宣

告
さ
れ
、お
国
の
た
め
に
役
に
立
た

な
い
人
間
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
少
年
が
、戦
争
を
経
て
、

戦
後
の
混
乱
期
も
乗
り
越
え
、愛

媛
で
家
族
と
と
も
に
過
ご
し
て
き

て
、90
歳
を
越
え
、92
歳
に
な
っ
た

時
に
作
っ
た
詩
が
こ
の
詩
で
す
。

　

90
歳
を
越
え
た
頃
か
ら
、真
民

は
１
０
０
歳
ま
で
生
き
る
こ
と
を

目
指
し
て
生
き
る
よ
う
に
な
り
、

真
民
に
と
っ
て
は
、92
歳
は
ま
だ
ま
だ
序
の

口
な
の
で
す
。

　

真
民
が
毎
日
書
い
て
い
た「
思
索
ノ
ー
ト
」

（
平
成
13
年
１
月
６
日
＝
真
民
92
歳
の
誕

生
日
）の
中
で
も
、「
百
歳
ま
で
生
き
る　

断
定
の
想
念
を
確
立
さ
せ
る
の
だ
。し
っ
か

り
し
ろ　

し
ん
み
ん
」と
書
い
て
、自
分
を

励
ま
し
て
い
ま
す
。

※「
断
定
の
想
念
」と
は
、必
ず
そ
う
な
る
と
、自

分
自
身
が
断
定
し
て
想
う
こ
と
で
、真
民
の
造
語

で
す
。

　

ま
た
、そ
の
年
の
元
旦
の「
思
索
ノ
ー
ト
」

に
は
、「
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
一
番

大
事
で
あ
る
。わ
た
し
は
、こ
れ
か
ら
百
歳

ま
で
生
き
る
の
で
、ど
ん
な
こ
と
に
も
、気

弱
に
な
っ
て
は
な
ら
ぬ
。し
っ
か
と
生
き
ね

ば
な
ら
ぬ
。本
当
の
生
き
方
を
し
な
く
て

は
な
ら
ぬ
。こ
れ
か
ら
が
本
番
で
あ
る
。明

る
く
生
き
る
の
だ
。し
っ
か
と
生
き
る
の

だ
。」と
書
い
て
、自
ら
を
戒
め
、励
ま
し
て

い
ま
す
。

　

そ
の
後
も
、平
成
16
年
５
月
２
日（
真
民

95
歳
）の「
思
索
ノ
ー
ト
」に
は
、「
し
っ
か
り

し
ろ
し
ん
み
ん　

生
き
る
の
だ
、生
き
る
の

だ
、生
き
る
こ
と
が
信
仰
だ
。」と
書
い
て
、

百
歳
ま
で
生
き
る
こ
と
を
自
分
に
課
し
て

生
き
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
が
本
番
、し
っ
か
り
明
る
く
生
き
る
決
意

　

私
た
ち
家
族
の
も
の
も
、そ
の
頃
は
精

神
的
に
も
肉
体
的
に
も
百
歳
ま
で
生
き
る

こ
と
は
当
然
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、平
成
15
年
３
月
に
２
階

の
書
斎
で
何
か
を
踏
ん
で
足
を
滑
ら
せ
、

腰
を
ひ
ど
く
打
っ
て
以
来
、長
い
距
離
を
歩

く
こ
と
が
難
し
く
な
り
、砥
部
に
来
て
以

来
毎
朝
続
け
て
い
た「
重
信
川
で
の
彼
岸
の

祈
り
」が
出
来
な
く
な
る
と
、し
だ
い
に
足

腰
が
弱
く
な
り
、97
歳
の
誕
生
日
を
越
え

て
、８
月
頃
か
ら
体
調
が
悪
く
な
り
、12
月

に
静
か
に
息
を
引
き
取
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

真
民
自
身
も
百
歳
ま
で
生
き
る
こ
と

を
、強
く
念
じ
て
生
き
て
い
ま
し
た
の
で
、

そ
の
事
に
関
し
て
は
さ
ぞ
無
念
で
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、最
後
ま
で
し
っ
か
り
と
意

識
を
持
っ
て
97
歳
ま
で「
坂
村
真
民
流
の

生
き
方
」を
生
き
切
っ
た
こ
と
は
、人
生
の

仕
舞
い
方
と
し
て
理
想
的
な
生
き
方
で
あ

っ
た
と
私
は
思
い
ま
す
。

九
十
二
歳
は

ま
だ
序
の
口

百
歳
を
目
指
す

し
ん
み
ん
よ

し
っ
か
り
し
ろ

し
っ
か
り
し
ろ
と

一
羽
の
鳥
が

鳴
い
て
ゆ
く

ま
だ
序
の
口 

（
92
歳
）

「
全
詩
集
８
巻
」７
ペ
ー
ジ
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「若者たちに贈る真民詩
 ～二度とない人生をどう生きるか～」

企画展

　坂村真民の生き方は、「人間としてどう生きてゆく
か」を常に自分自身に厳しく問いかけ、その答えとし
て詩を書き、少しでもいい詩を書き続けることでした。
人生の先輩として、苦しい事、つらい事、悲しい事を
いっぱい経験してきた真民の詩は、若い人たちがそ
の体験を共有することによって、「一つの道しるべ」と
しての役割を果たしているとともに、真民も若い人た
ちが、いろんな経験をし、失敗も重ね、時間をかけて
成長してゆくことを心から願っていました。
　私たちは、長い年月の中で失敗と挫折を繰り返し
ながら、「どう生きていくのか」を自分で考え自分の答
えを見つけて生きてゆかなければなりません。
坂村真民の詩は、生きる希望と勇気を与えてくれる
詩、命の大切さを考え生きることは尊いことだと思え
るような詩、家族のありがたさ、家族を大切にしようと
思う詩がたくさんあります。
　今回の展示は、こうした真民詩の中から、小学
生、中学生、高校生の皆さんに、読んでもらいたい詩
を全館で展示しています。是非自分が好きな詩を見
つけて、自分がこれから生きてゆくときに、参考になる
詩を見つけもらいたいと思っています。

　第1展示室と中部屋では、これまで来館された若
い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と小学生、中学生、高校生がそれぞれ
好きな真民詩を展示しています。前回の来館者全
体のベスト１０の作品とほぼ重なるものがあるのです
が、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、「館長が若い人たちにお薦めす
る真民詩」を、１５点展示しています。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 2019年 10月26日（土）～2020年 2月16日（日）

〈展示概要〉〈開催趣旨〉

〈展示構成〉
展示作品　〈第1展示室〉

1 念ず展示れば花ひらく（全文）

2 本気（全文）

3 タンポポ魂（全文）

4 二度とない人生だから（全文）

5 すべては光る（全文）

6 こつこつ（全文）

7 両手の世界（全文）

8 わたしの詩（全文）

9 しんみん五訓（全文）

10 存在

展示作品　〈第2展示室〉
若者よ（全文）

若い人に（全文）

うた（全文）

つねに前進（全文）

たんぽぽのうた（全文）

一年草のように（全文）

幸せの帽子（全文）

つみかさね（全文）

せい一ぱい（全文）

おむすび（全文）
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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〉　次号より編集長を西澤真美子に交代します。少
し内容も変えて、より会員の皆さんと共に作る誌面にしたいと考
えています。どうぞ皆さんのフレッシュな提案、ご意見をお待ち
しております。「坂村真民と箴言詩」展も好評開催中です。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.30 秋号
令和元年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
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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
39
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
80
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
。


