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前
号
と
同
じ
時
期
の
お
話
し
で
す
。こ
の
時
代
が

持
つ
意
義
を
皆
様
に
お
伝
え
出
来
れ
ば
と
願
い
ま

す
。大
正
４
年
、昻
た
か
し（

真
民
の
戸
籍
名
）は
小
学
校
に

入
学
し
、家
族
は
初
め
て
大
き
な
一
軒
家
に
住
む
こ

と
に
な
り
ま
し
た
が
、そ
こ
で
の
生
活
は
３
年
生
の

秋
ま
で
の
僅
か
２
年
半
で
終
わ
り
を
告
げ
ま
す
。

　

紹
介
す
る
詩
は「
さ
る
す
べ
り
の
花
」「
孤
独
」の

二
篇
、ま
た
、そ
の
家
の
古
い
写
真
が
残
っ
て
お
り
、さ

る
す
べ
り
の
花
と
共
に
載
せ
ま
し
た
。こ
の
地
は
、熊

本
県
玉
名
郡
玉
名
村
元
玉
名
と
い
う「
玉
」の
字
が

三
つ
も
つ
い
て
い
て
、父
・
真
民
は
、そ
こ
に
も
因
縁
を

感
じ
魅
か
れ
る
と
こ
ろ
が
有
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ま
ず
、真
民
詩
の
良
き
理
解
者
で
あ
る 

大
東
出

版
社
社
主
・
岩
野
喜
久
代
様
が
書
か
れ
た
一
文
を
読

ん
で
下
さ
い
。二
つ
の
詩
と
そ
の
家
の
在
り
よ
う
が
、

眼
前
に
像
を
結
ぶ
よ
う
に
わ
か
り
ま
す
。

 
『
大
き
な
家
は
菊
池
川（
玉
名
川
）に
面
し
て
、帆

か
け
舟
が
上
下
す
る
の
が
座
敷
か
ら
見
ら
れ
た
し
、

数
多
の
花
木
や
果
樹
に
ま
じ
っ
て
、一
際
高
く
樹
齢

六
百
年
を
越
す
い
ち
い
樫
の
大
木
が
茂
っ
て
い
た
。夜

は
こ
の
木
に
梟
が
啼
き
、朝
は
小
鳥
ら
が
群
が
り
騒

い
だ
。こ
の
颯
爽
た
る
大
樹
が
、幼
少
の
し
ん
み
ん
さ

ん
に
与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
。仲
む
つ
ま
じ
い

両
親
は
、百
日
紅
の
咲
く
下
で
、お
互
い
に
防
具
を
つ

け
、父
は
竹
刀
を
と
り
母
は
長
刀
を
ふ
る
っ
て
武
術

仕
合
を
す
る
絵
の
よ
う
な
光
景
も
あ
っ
た
。全
て
は

想
い
出
の
世
界
の
中
の
メ
ル
ヘ
ン
で
、優
し
く
温
か
い
』

元玉名（現在の玉名市）の家

　

こ
の
絵
本
に
あ
る
よ
う
な
日
々
は
、父
親
の
突
然

の
死
で
終
わ
り
ま
し
た
。「
こ
の
玉
名
の
家
で
の
宝
玉

の
よ
う
な
忘
れ
難
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
故
に
、暗
い

人
生
も
暗
く
な
ら
な
く
て
突
破
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
だ
と
思
う
」と
、後
年
、真
民
は
書
き
残
し
て
い
ま

す
。

　

幸
せ
な
中
に
あ
っ
て
も
夜
中
に
一
人
目
を
覚
ま
し

て
梟
が
鳴
く
の
を
聴
き
、い
ち
い
樫
の
実
の
落
ち
る

音
に
耳
を
傾
け
て
い
た
少
年
。孤
独
の
始
ま
り
は
、

文
学
の
道
へ
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。「
月
夜
の
夜
、雨

の
夜
、水
の
清
い
晩
、水
の
濁
っ
た
晩
、星
の
あ
る
夜
、

星
の
な
い
夜
、父
と
子
は
、川
を
上
か
ら
下
、下
か
ら

上
と
、魚
を
追
っ
て
歩
い
て
い
た
」と
あ
る
ほ
ど
釣
り

が
好
き
な
父
親
で
し
た
が
、「
そ
れ
は
、わ
た
し
に
詩

心
を
植
え
付
け
た
で
あ
ろ
う
」と
も
書
い
て
い
ま
す
。

母
親
は
お
魚
が
大
好
き
で
、そ
の
喜
ぶ
姿
に
父
親
の

釣
り
に
も
熱
が
入
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

武
家
の
出
の
母
親
は
本
物
と
稽
古
用
の
薙
刀
数

本
を
嫁
入
り
道
具
と
し
て
持
っ
て
き
た
人
で
、熊
本

師
範
学
校
を
出
た
父
親
に
は
剣
道
の
腕
が
あ
り
ま

し
た
。子
供
達
は
縁
側
に
座
っ
て
両
親
の
試
合
を
眺

め
て
い
た
と
か
。百
日
紅
の
花
が
は
ら
は
ら
と
二
人

宝
玉
の
よ
う
な
玉
名
の
家
の
思
い
出
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文
／
西
澤
真
美
子

赤
色
の
さ
る
す
べ
り（
百
日
紅
）の
花

　
さ
る
す
べ
り
の
花

さ
る
す
べ
り
の
花
を
見
る
と

幸
せ
で
あ
っ
た
こ
ろ
を
思
い
出
す

父
も
母
も
元
気
で

父
は
竹し

な
い刀

を
と
り

母
は
長な

ぎ
な
た刀

を
も
ち

気
合
い
の
声
も
勇
ま
し
く

こ
の
木
の
下
で

よ
く
試
合
を
し
た

ほ
ろ
ほ
ろ
と
散
る
赤
い
花

な
が
く
な
が
く
咲
く
百

ひ
ゃ
く
じ
つ
こ
う

日
紅

し
か
し
わ
た
し
た
ち
の
幸
せ
は

短
か
か
っ
た

花
の
終
わ
ら
な
い
う
ち
に

父
は
こ
の
世
を
去
っ
た

　
光
る
海

責
め
る
な

責
め
る
な

決
し
て
責
め
る
な

責
め
る
心
が
起
き
た
ら

海
を
見
に
ゆ
こ
う

す
べ
て
を
受
け
容
れ

光
り
輝
く
海
を

　
孤
独

父
が
死
ん
だ
玉
名
の
家
に
は

村
一
番
の
い
ち
い
樫
の
大
木
が
あ
っ
た

ふ
く
ろ
う
が
い
つ
も
住
み

四
季
お
り
お
り
の
渡
り
鳥
が

羽
根
を
休
め
て
い
っ
た

わ
た
し
は
そ
の
木
の
下
で

ロ
ビ
ン
ソ
ン・ク
ル
ー
ソ
ー
の
物
語
や

古
事
記
の
神
々
の
話
を
読
ん
だ

あ
の
こ
ろ
の
孤
独
が

今
も
わ
た
し
に
続
い
て
い
る

に
降
り
か
か
っ
た
…
真
民
が
大
好
き
な
、切
な
い

ほ
ど
美
し
い
話
で
す
。こ
の
試
合
で
先
に「
ま
い
っ

た
」と
言
っ
た
父
・
子た
ね
じ司
さ
ん
、最
後
ま
で
本
気
で

あ
れ
ば
勝
っ
た
の
で
は
と
思
う
と
こ
ろ
で
す
が
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、坂
村
家（
子
司
・
夕た

ね子
夫

婦
）は
、当
時
の
家
庭
に
は
め
ず
ら
し
く
自
由
で

平
等
、そ
し
て
温
か
い
思
い
や
り
の
雰
囲
気
に
満

ち
て
い
た
よ
う
で
す
。そ
の
空
気
を
吸
っ
て
育
っ
た

昻
少
年
に
引
き
継
が
れ
た
も
の
は
、次
の
坂
村
家

（
真
民
・
久
代
夫
婦
）へ
と
、ひ
い
て
は
真
民
詩
の

中
に
も
通
奏
低
音
の
よ
う
に
流
れ
て
い
ま
す
。私

達
三
人
の
娘
は
、な
ん
と
幸
せ
な
空
気
の
な
か
で

大
き
く
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

小
学
校
３
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
起
き
た
出

来
事
、そ
し
て
そ
の
後
の
生
活
の
急
展
開
は
次
号

に
続
き
ま
す
。

　真民は、「詩記」というノートの中
で、自分の気に入らない事があった
り、自分の思うように事が進まない時
に、人を責めるような事を書いたり、
逆に、自分のした事や、言った事に対
して、自分を責めることも、多く書いて
います。
　しかし、その後で、すぐ、「責めるな、
責めるな、口を慎め、人を責めるな」
と、自分を戒めています。
　真民詩の中には、そういう戒めの
詩が数多くあります。
　ついつい、自分のことをさておい
て、人を責めることがありますが、そう
いう時には、真民の自分を戒める詩
を読んで、反省したり、
この詩にあるように、雄大な海を見
て、ゆったりとした気持ちになって、心
を落ち着かせることが、大事なのかも
しれませんね。

表紙の詩

〈
一
・ 

二
節
略
〉
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今から40年前、受験戦争の中で苦悩と孤独の日々を送っていた青年が出会ったの
は、一篇の真民詩でした。その出会いがその後の生き方にどのような影響を与えたの
か、また、真民詩がもつ力について、綴っていただきました。

生きてゆく力がなくなる時
臨済宗円覚寺派管長 横田 南嶺 老師 （56歳） 

◆
十
六
歳
で
の
出
会
い
に
導
か
れ
て

　
私
が
坂
村
真
民
先
生
と
ご
縁
が
で
き
た

の
は
、昭
和
五
十
六
年
、こ
の『
生
き
て
ゆ
く

力
が
な
く
な
る
時
』と
い
う
本
に
出
会
っ
た

こ
と
で
し
た
。当
時
の
私
は
高
校
二
年
生
で

し
た
。ち
ょ
う
ど
今
か
ら
四
十
年
前
に
な
り

ま
す
。

　
今
も「
死
の
う
と
思
う
日
は
な
い
が
　
生

き
て
ゆ
く
力
が
な
く
な
る
時
が
あ
る
」と
い

う
句
を
口
ず
さ
む
と
心
が
震
え
る
の
で
あ

り
ま
す
。

　
こ
ん
な
本
を
出
版
な
さ
る
よ
う
な
ご
立

派
な
方
で
も
、「
生
き
ゆ
く
力
が
な
く
な
る

時
が
あ
る
」の
だ
と
分
か
っ
た
と
き
に
は
、大

き
な
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。そ
し
て
、人
が

生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、生
き
て
ゆ
く
力
が

な
く
な
る
時
を
体
験
し
な
が
ら
、そ
れ
で
も

生
き
て
ゆ
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
た

の
で
し
た
。

　
こ
の
詩
を
作
ら
れ
た
時
、真
民
先
生
は

四
十
二
歳
で
し
た
。学
校
の
教
員
を
務
め
な

が
ら
、毎
朝
大
乗
寺
と
い
う
禅
の
修
行
道
場

に
通
っ
て
参
禅
修
行
を
始
め
た
頃
で
し
た
。

　
坂
村
真
民
記
念
館
の
西
澤
孝
一
館
長

は『
坂
村
真
民
　
箴
言
詩
集
　
天
を
仰
い

で
』の
中
で
、四
十
代
の
頃
の
真
民
先
生
を
、

「『
人
間
と
し
て
如
何
に
生
き
る
か
』を
問

い
続
け
て
生
き
る
た
め
に『
参
禅
』を
決
意

し
、修
行
僧
と
同
じ
よ
う
な
生
活
を
送
り

ま
す
。し
か
し
、家
族
を
養
う
た
め
に
教
師

と
し
て
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン

マ
を
抱
え
て
、管
理
教
育
が
徹
底
さ
れ
て

た
居
心
地
の
悪
い
学
校
で
は
真
民
は
い
つ
も

『
孤
独
』で
し
た
。」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

◆
苦
悩
の
日
々
に
射
し
こ
ん
だ
光

　
私
は
、真
民
先
生
の
苦
悩
に
は
及
び
も

し
ま
せ
ん
が
、幼
少
の
頃
か
ら
坐
禅
に
親
し

み
、仏
書
を
読
む
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い

ま
し
た
が
、高
校
二
年
に
も
な
る
と
、受
験

に
向
け
て
皆
走
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
く

な
り
、そ
ん
な
周
囲
に
な
じ
め
ず
に
い
ま

し
た
。「
受
験
戦
争
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
、

「
偏
差
値
」を
気
に
し
て
過
ご
す
日
々
に
違

和
感
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、そ
ん

な
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
る
者
が
い
な
い
と

い
う
時
で
し
た
。そ
ん
な
時
に
出
会
っ
た
本

が
、真
民
先
生
の『
生
き
て
ゆ
く
力
が
な
く

な
る
時
』で
あ
り
ま
し
た
。

真
民
先
生
は
こ
の
本
の
あ
と
が
き
で
、

「
生
き
て
ゆ
く
力
が
な
く
な
る
と
い
う

そ
う
い
う
孤
独

そ
う
い
う
絶
望

そ
う
い
う
挫
折

わ
た
し
た
ち
は
、そ
う
い
う
深
淵
に
落
ち
込

ん
だ
時
、忽
焉
と
し
て
、神
と
か
、仏
菩
薩

と
か
の
、大
い
な
る
も
の
の
存
在
に
目
覚
め

る
の
で
あ
り
、そ
れ
は
暗
夜
に
忽
焉
と
し

て
、灯
火
を
得
た
よ
う
な
、喜
び
で
あ
り
、

救
い
で
あ
り
、励
ま
し
で
あ
る
。わ
た
し
は
、

そ
の
体
験
か
ら
起
ち
上
が
っ
た
」と
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　
近
頃
、新
聞
紙
上
に
若
者
の
自
殺
が
増

え
た
と
い
う
報
道
が
あ
り
ま
し
た
。生
き
て

ゆ
く
力
が
な
く
な
る
時
は
、誰
に
で
も
あ
る

の
で
す
。人
は
誰
し
も
そ
ん
な
思
い
を
抱
え

て
、そ
れ
で
も
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ

と
だ
け
で
も
知
っ
て
欲
し
い
と
思
う
の
で
あ

り
ま
す
。

　
最
後
に
こ
の
詩
の
全
文
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

生
き
て
ゆ
く
力
が
な
く
な
る
と
き

死
の
う
と
思
う
日
は
な
い
が　

生
き
て
ゆ
く
力
が
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る

そ
ん
な
時
お
寺
を
訪
ね　

わ
た
し
は
ひ
と
り　

仏
陀
の
前
に
坐
っ
て
く
る　

力
わ
き
明
日
を
思
う
心
が　

出
て
く
る
ま
で
坐
っ
て
く
る
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坂村真民記念館開館９周年記念特別展

『海野阿育と坂村真民の世界展』
会期延長のお知らせ
2021年8月29日（日）まで延長 月曜日休館（祝日の場合は翌日）

入 場 料／一般600円（前売り券500円）、65歳以上・高・大学生500円（400円）、小・中学生400円（300円）
※６月１５日からは通常料金

開催
期間

　新型コロナウイルス感染拡大への対応として、現在開催中の「海野阿育と坂村真民の世界～版画かれんだ
あに描かれた真民詩～」展の会期を８月２９日（日）まで延長することとしました。このため、海野先生の「講演会」
も６月１９日に延期して開催します。時間や場所については、記念館のホームページをご覧ください。
なお、６月１５日からは、通常企画展として開催しますので、料金も通常の一般４００円、高齢者等３００円に戻り
ます。どうぞ、皆様お誘いあわせのうえ、ご来館くださいますようお願いいたします。

展示NO31「帯と愛」

展示NO38「遠い日」

展示NO35「好日」

展示NO39「大事なこと」

展示NO37「七字のうた」

展示NO40「タンポポ魂」
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企画展のお知らせ

「かなしみをあたためあってあるいてゆこう
  ～悲しみ、苦しむ人 と々共に歩む坂村真民の生き方～」

　「かなしみをあたためあってあるいてゆこう」という
のは、自分のかなしみ（悲しみ、哀しみ）を「あたため
る」、つまり大切に育み、成長させていくということで
す。
　また、自分だけではなく、『かなしみに暮れている人
（友、同僚、愛する人等）』の『かなしみ』を自分のかな
しみとして感じて、一緒にかなしむ、という意味が含ま
れています。
　　『かなしみに暮れている人』へ、ただ優しい言葉
をかけ、慰めるのではなく、「一緒にかなしみ」、手を取
り合って一緒に生きてゆくことを願っているのです。
この考え方こそ、坂村真民の生き方の根底にある生き
方なのです。
　今回の企画展は、この「坂村真民の生き方」の根底
にある、「かなしみをあたためあってあるいてゆく」と

いう坂村真民の生き方と真民詩の中に見られる「人
間の生き方の根底にあるもの」を見つけ、皆さんと共に
「これからの時代の生き方」を考える場として構成し
ました。
　また、今回の展示では、真民と交流のあった「北濱
普門さんの仏画」を縁のある方から寄贈していただき
ましたので、「かなしみの中に、心安らげる仏画」と真
民詩とのコラボ展としても見ていただけるように展示
しています。
　どうぞ、真民の「かなしみの詩」と「心安らぐ仏画」を
ゆっくりと鑑賞していただき、これからの人生において
それぞれの方が、「かなしみをあたためあってあるい
てゆく」生き方を自分なりに考えて、生きていって欲し
いと願っております。

2021年9月4日（土）～2022年2月27日（日）月曜日休館（祝日の場合は翌日）開催
期間
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伊予郡砥部町麻生51-1（砥部病院西隣） 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

全78居室/20㎡～24㎡（1F&2F）

住宅型有料老人ホーム

モンレーヴ砥部
全18居室/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



〈編集後記〉 
真民詩には「風と光」を詠んだものが数多くあり、自身も木々
や鳥達に教えられて「光と風の中を歩いてきた」と言っていま
す。まさに今、風薫り光華やく季節。この大変な状況下にあっ
ても、緑の風に染まり光を浴びて、明るい心を持ちたいもので
す。（真美子）

タンポポだより vol.37 夏号
令和3年6月1日発行
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


