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コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
深
い
孤
独
か
ら
芽
生
え
た
文
学
性

　

念
念
は
わ
た
し
の
体
と
心
の
す
べ
て
で
あ
る

体
が
弱
か
っ
た
か
ら

強
く
な
ろ
う
と
念
じ
た

背
が
低
か
っ
た
か
ら

大
き
く
な
ろ
う
と
念
じ
た

ど
ん
底
に
落
ち
た
か
ら

這
い
上
が
ろ
う
と
念
じ
た

何
も
か
も
劣
っ
て
い
た
か
ら

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
持
ち

念
じ
て
こ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と

戦
っ
て
き
た

念
は
生
ま
れ
た
時
か
ら

わ
た
し
の
丹
田
の
中
で
鍛
わ
れ

タ
ン
ポ
ポ
の
よ
う
に
強
く
な
っ
た

念
に
よ
っ
て
わ
た
し
は

真
の
人
間
に
な
っ
た

だ
か
ら
念
は

わ
た
し
の
骨
髄
で
あ
り

不
動
明
王
の
剣
で
あ
る

　

今
号
は
、昻た

か
し（

真
民
の
戸
籍
名
）の
小
学
校
後
半
か

ら
中
学
校
５
年
間（
旧
制
）に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し

た
。掲
載
詩
は
父
・
真
民
が
92
歳
を
前
に
し
て
詠
ん

だ
も
の
、詩
の
２
行
～
11
行
目
に
今
回
焦
点
を
当
て

た
時
代
の
全
て
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。写
真
は
、

父
が
よ
く
口
ず
さ
ん
で
い
た
行
基
の
歌
で
、自
室
に

掛
け
て
い
た
短
冊
で
す
。

　

父
親
の
死
後
、雨
漏
り
の
す
る
小
さ
い
家
に
引
越

し
、山
の
上
の
小
学
校
に
移
り
、行
き
も
帰
り
も
山
道

を
通
う
こ
と
に
。生
徒
達
も
喧
嘩
ば
か
り
、い
つ
も
一

人
で
木
や
草
や
鳥
た
ち
と
心
を
通
わ
せ
て
行
き
ま
す
。

　

小
学
校
を
終
え
る
と
、貧
し
い
中
に
あ
っ
て
も
母
親

は
昻
を
中
学
に
上
げ
、今
度
は
山
坂
往
復
３
里（
12
キ

ロ
）を
通
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。雨
の
日
は
、山
道

を
裸
足
で
歩
い
た
と
か
。孤
独
な
心
に
、い
つ
し
か
行

基
の
歌
や
芭
蕉
の
句
が
入
り
込
ん
で
き
ま
す
。

―
う
き
わ
れ
を
さ
び
し
が
ら
せ
よ
閑
古
鳥（
芭
蕉
）―

生
来
腺
病
質
で
弱
か
っ
た
体
も〝
歩
く
〟こ
と
で
強
く

な
っ
て
行
き
ま
し
た
。

　

瘦
せ
て
小
さ
く
背
も
伸
び
ず
、小
学
校
で
も
中
学

校
で
も
、事
あ
る
ご
と
に
一
番
ビ
リ
の
方
か
ら
つ
い
て

ま
わ
り
、教
室
も
末
席
で
し
た
。一
番
嫌
い
な
の
は
、

運
動
会
。当
時
は
村
中
の
人
が
集
ま
っ
て
楽
し
む
行

事
で
し
た
が
、少
年
に
は
苦
し
み
で
し
か
な
か
っ
た
の

で
す
。特
に
中
学
４
年
に
な
る
と
軍
事
教
練
が
開
始

さ
れ
、手
に
持
つ
歩
兵
銃
よ
り
背
丈
が
低
い
者
に
は

小
さ
い
銃
が
与
え
ら
れ
、村
の
中
を
行
進
し
て
い
る
と

指
差
さ
れ
笑
い
の
的
で
し
た
。多
感
な
こ
の
時
期
、コ

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
塊
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
中
で
昻
少
年
に
は
、何
が
起
こ
り
何
が
生
ま

れ
た
の
で
し
ょ
う
。　

　

両
親
が
健
在
で
幸
せ
だ
っ
た
頃
で
さ
え
、夜
中
に

目
覚
め
て
は
梟
の
鳴
く
声
に
耳
を
傾
け
て
い
た
繊
細

な
少
年
で
す
。父
の
死
後
生
活
苦
を
知
り
、学
校
で

も
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
か
ら
楽
し
み
を
見
い
だ
せ
ず
何
時

も
一
人
、ま
た
長
い
山
道
を
歩
き
続
け
る
孤
独
、そ

れ
は
年
月
を
か
け
て
深
ま
る
ば
か
り
で
す
。少
年
の

心
は
奥
へ
奥
へ
と
内
面
深
く
入
っ
て
行
き
ま
し
た
。真

民
は
後
年
、こ
の
時
代
の
孤
独
を「
あ
の
異
常
な
…
」

と
書
き
ま
し
た
。ハッ
と
す
る
表
現
で
す
。

　
〝
異
常
な
〟を〝
極
み
〟に
置
き
換
え
て
み
ま
し
ょ

う
。「
き
わ
み
に
」と
い
う
詩
の
冒
頭
に
、〝
か
な
し
み

の
き
わ
み
に
詩
が
生
ま
れ
…
〟と
あ
り
ま
す
。で
は
、

〝
孤
独
の
き
わ
み
に
文
学
が
生
ま
れ
…
〟と
は
、言
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行
基
：
奈
良
時
代
の
高
僧
。民
間
布
教
、全
国
を
巡
遊
し
て
寺
・
堤
・
道
路
・
橋
な
ど
を
造
っ
た
。

　

心
一
つ
で（
71
歳
）

生
き
て
い
る
こ
と
が

楽
し
く
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

た
と
え
貧
乏
し
て
い
て
も

ベ
ッ
ド
に
寝
た
き
り
で
も

心
一
つ
で

楽
し
く
な
れ
る
も
の
だ

光
が
射
し
て
く
る
も
の
だ

　７１歳になり、若い時には感じなかった「生きていて
良かった」という心からの喜びを感じることが出来る
ようになった時に書かれた詩です。
「大いなるものに、生かされて生きているという世界
を知ることによって、すべてが変わってくるのであり、
生きていることが楽しくなるのだ。」とも言っています。
　若い人には難しいかもしれませんが、こういう世
界を知ることが出来るようになれば、「心一つで楽し
くなれる」のですね。

※「湧出してこられた仏さま方」というのは、法華経に出てくる
「釈迦の教え（法華経）を広めるために、釈迦の呼びかけに応
じて地の底から湧出してきた無数の菩薩たち」のことです。

表紙の詩

山
鳥
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
鳴
く
声
き
け
ば
父
か
と
ぞ
思
う
母
か
と
ぞ
思
う　
　

行
基

人
々
の
幸
せ
の
た
め
に

湧
出
し
て
こ
ら
れ
た

仏
さ
ま
方
が

手
を
差
し
の
べ
て
い
ら
れ
る
の
だ

だ
か
ら
し
っ
か
り
と

お
ん
手
を
握
っ
て

楽
し
く
生
き
て
ゆ
こ
う

文
／
西
澤
真
美
子

え
な
い
で
し
ょ
う
か
。少
年
時
代
で
す
か
ら〝
文
学
性

が
芽
生
え
…
〟と
言
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。真
民
は
、「
自
分
の
文
学
は
芭
蕉
か
ら
」と
述
懐

し
て
い
ま
す
。意
識
下
で
あ
っ
て
も
そ
の
核
と
な
る

も
の
が
生
ま
れ
た
時
代
、短
歌
そ
の
先
に
は
詩
へ
と

繋
が
る
、暗
く
と
も
と
て
も
大
事
な
時
期
で
あ
り
ま

し
た
。

　

さ
て
最
後
に
、少
年
の
背
丈
は
現
在
の
高
校
生
の

年
に
、や
っ
と
人
並
み
に
な
っ
た
と
の
事
で
す
。
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昭和53年の月刊『致知』の創刊以来、編集に携わり、54年編集長、平成４年に致知出版社代
表取締役社長兼編集長に就任。月刊『致知』は、創刊以来一貫して人間学をテーマにしており、

“一隅を照らす人々”に照準をあてた編集ぶりは、オンリーワンの雑誌として注目を集めている。

警策のように響いた先生の言葉
株式会社致知出版社  代表取締役  藤尾 秀昭

　

坂
村
真
民
先
生
と
初
め
て
お
会
い
し
た

の
は
昭
和
六
十
二
年
、先
生
七
十
八
歳
、私

は
三
十
九
歳
の
時
で
し
た
。

　

弊
誌『
致
知
』で「
言
葉
は
生
き
も
の
」と

い
う
特
集
を
組
み
、そ
の
巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
先
生
に
ご
登
場
い
た
だ
い
た
の
で
す
。こ

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は『
現
代
の
覚
者
た
ち
』と

い
う
単
行
本
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、い
ま
読
ん
で
も
、先
生
が
目
の
前
で
話

し
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま

す
。先
生
の
言
葉
は
三
十
年
の
歳
月
を
経

て
も
な
お
清
冽
の
気
に
満
ち
、対
す
る
者
に

迫
っ
て
き
ま
す
。

　

真
民
先
生
と
の
出
会
い
で
衝
撃
的
だ
っ

た
の
は
、そ
の
翌
年「
人
生
の
公
案
」の
特

集
に
再
度
、ご
登
場
い
た
だ
い
た
時
の
こ
と

で
す
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
終
わ
っ
た
後
、雑
談
の
中

で
先
生
が
ポ
ツ
リ
と「
老
人
は
早
起
き
と
い

う
の
は
嘘
で
す
。私
も
本
当
は
遅
く
ま
で

寝
て
い
た
い
。し
か
し
私
が
普
通
の
人
と
同

じ
よ
う
に
遅
く
ま
で
寝
て
い
て
、ど
う
し
て

人
々
の
心
に
光
を
灯
す
詩
が
書
け
ま
す
か
」

と
い
わ
れ
た
後
、「
創
造
す
る
人
間
は
絶
え

ず
危
機
の
中
に
身
を
置
い
て
い
な
い
と
い
け

な
い
」と
い
わ
れ
た
の
で
す
。

　

こ
の
言
葉
を
聞
い
た
時
、私
は
頭
を
な
ぐ

ら
れ
た
よ
う
な
シ
ョッ
ク
を
受

け
ま
し
た
。目
か
ら
ウ
ロ
コ
が

落
ち
る
思
い
が
し
ま
し
た
。

　

そ
の
頃『
致
知
』は
創
刊
十

周
年
を
迎
え
、私
の
思
っ
た
部

数
も
達
成
し
、そ
れ
ま
で
は

必
死
の
思
い
で
仕
事
に
取
り

組
ん
で
き
た
が
、も
う
そ
ろ
そ

ろ
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
も
い
い
か
、

と
思
い
始
め
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
私
の
迷
妄
を
真
民
先
生

の
言
葉
は
警
策
の
よ
う
に
打

ち
払
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。

　

そ
の
時
、私
は「
人
間
と
い

う
の
は
大
成
―
―
一
つ
の
道
を
大
き
く
成

し
て
い
く
と
い
う
の
は
難
し
い
こ
と
だ
な

あ
。自
分
は
十
年
緊
張
感
を
持
続
し
て
や
っ

て
き
た
が
、も
う
そ
ろ
そ
ろ
い
い
か
と
思
い

始
め
て
い
た
。い
か
ん
、も
う
十
年
、こ
の
緊

張
感
を
持
続
し
て
い
こ
う
」と
決
意
を
固
め

直
し
た
の
で
す
。

　

以
来
、こ
の
姿
勢
は
私
の
習
い
性
と
な
り

ま
し
た
。『
致
知
』は
今
年
創
刊
四
十
三
年

に
な
り
ま
す
が
、今
日
ま
で
歩
ん
で
こ
ら
れ

た
背
景
に
、先
生
の
こ
の
一
言
が
大
き
く
影

響
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
時
か
ら
先
生
の
詩
魂（
詩
に
か
け
る

魂
）は
私
の
誌
魂（
雑
誌
に
か
け
る
魂
）に

な
っ
た
と
、私
自
身
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

先
生
が
よ
く
い
っ
て
い
た
言
葉
が
あ
り
ま

す
。人
生
の
目
的
と
人
生
の
命
題
で
す
。

　

仕
事
を
通
じ
て
自
分
を
作
る
―
―
人
生

の
目
的
。

　

そ
の
自
分
を
も
っ
て
人
々
の
心
に
光
を
灯

す
―
―
人
生
の
命
題
。

　

先
生
は
す
べ
て
の
人
に
そ
う
あ
っ
て
ほ
し

い
と
願
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
思
い
を
、先
生
に
深
い
ご
縁
を
い
た

だ
い
た
者
と
し
て
、私
も
果
た
し
て
い
き
た

い
と
念
じ
て
い
ま
す
。

坂村真民先生の書斎にて
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ま
だ
ま
だ
、真
民
詩
を
知
ら
な
い
人
が
い

る
と
い
う
こ
と
は
、こ
れ
か
ら
真
民
詩
の
フ
ァ

ン
を
新
た
に
作
り
出
す
可
能
性
が
あ
る
こ

と
と
発
想
の
転
換
を
図
り
、様
々
な
媒
体
を

使
っ
て
、記
念
館
の
存
在
と
真
民
詩
の
魅
力

を
訴
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　

四
国
の
田
舎
の
砥
部
に
あ
る
記
念
館
は
、

坂
村
真
民
の
生
き
方
と
真
民
詩
が
生
ま
れ

た
風
土
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
土
地
に
建
て

ら
れ
て
い
ま
す
。こ
の
こ
と
を
最
大
限
の「
売

り
」に
し
て
、坂
村
真
民
の
生
き
方
と
真
民

詩
の
魅
力
を
、愚
直
に
コ
ツ
コ
ツ
と
鈍
刀
を
磨

く
よ
う
に
、記
念
館
を
磨
き
続
け
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
ま
す
。

　

ま
た
、こ
の
記
念
館
が
東
日
本
大
震
災
発

生
の
翌
年
の
３
月
11
日
に
オ
ー
プ
ン
し
た
こ

と
の
原
点
に
立
ち
返
り
、そ
の
後
も
各
地
で

起
こ
っ
た
大
き
な
災
害
の
被
災
者
の
皆
さ
ん

の「
思
い
に
共
感
す
る
」心
を
大
切
に
し
、コ

ロ
ナ
禍
の
中
で「
辛
い
悲
し
い
気
持
ち
で
生

き
て
い
る
多
く
の
人
々
」へ「
生
き
る
希
望
」と

真
民
記
念
館
10
年
を
振
り
反
っ
て
、今
後
に
向
か
っ
て
考
え
る
こ
と

「
一
緒
に
歩
む
友
が
い
る
」こ
と
を
伝
え
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、お
金
を
か
け
て
大
き
な
宣
伝

を
し
た
り
、奇
抜
な
展
示
で
人
を
引
き
寄
せ

る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。「
坂
村
真
民
の
想

い
」に
照
ら
し
て
も
そ
う
い
う
こ
と
は
し
な

い
方
が
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。真
民
詩
を
読

ん
で「
真
民
の
想
い
に
共
感
し
て
く
だ
さ
る

皆
さ
ん
」の
お
力
を
支
え
に
、皆
さ
ん
と
と
も

に
、こ
の
記
念
館
を
運
営
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
、も
っ
と
も
っ
と
多
く
の
人
に
、記

念
館
に
来
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、真
民
詩
の

魅
力
、直
筆
の
真
民
詩
に
触
れ
真
民
の
生
き

様
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
記
念
館
の
良
さ

を
、周
り
の
方
々
に
宣
伝
し
て
く
だ
さ
い
。

私
と
妻
は
来
年
に
は
73
歳
に
な
り
、だ
ん
だ

ん
と
気
力
と
体
力
が
減
退
し
て
き
て
ま
す
。

是
非
と
も
皆
さ
ん
の
お
力
を
貸
し
て
く
だ
さ

い
。ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

館
長　

西
澤
孝
一

館
長
エ
ッ
セ
イ

記念館をより良いものにしていくために、
皆さんのからのご意見・ご提案を募集しています。
どうぞ率直なお声（ご意見・ご提案）をお寄せください。

メ  ー  ル   　nishizawa@shinmin-museum.jp

はがき・手紙   〒７９１－２１３２
　　　　　　愛媛県伊予郡砥部町大南７０５　
　　　　　　坂村真民記念館　 館長　西澤孝一

宛先



坂村真民記念館開館10周年記念特別展

「砥部の砥石で己を磨け
  ～97年の生涯を生き切った坂村真民の生き方～」展

2022年3月5日（土）～8月28日（日）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）

開催
期間

　坂村真民記念館は、今年で１０年目を迎えました。
今回の１０周年記念特別展では、これまでの展示の
集大成として、坂村真民の生き方と、そこから生まれた
「真民詩」の魅力のすべてを、皆さんに見てもらう構
成にしています。そのため、第１展示室では、これまで
の１０年間に来館された方々のアンケートを集計して、
「私の好きな真民詩ベスト１５」を選出し、その詩を展
示しています。
　また、第２展示室では、真民が終の棲家を定めた砥
部町の皆さんへのお礼と感謝をこめて、「砥部の砥石
で己を磨け～９７年の生涯を生き切った坂村真民の
生き方～」というテーマの下で、58歳から砥部に住み、
97歳まで休むことなく人間としての生き方を磨き続け
た坂村真民の生き方と、自分を戒め励ましながら書き
続けた真民詩の代表的な作品を展示しています。
　このコロナ禍において、人々の生活は大きく変化し、
人間としての生き方にも大きな影響を与えています。そ
ういう時代だからこそ、どのような時代においても変わ

らぬ「人間としての生き方」を求め続けた坂村真民の
生き方と、そこから生まれた「真民詩」は、私たちに「生
きる道しるべ」を示してくれていると思います。
　どうぞ、坂村真民の「97年の想いが込められた真民
詩」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、それぞれの人生を考えるヒン
トにして、生きていって欲しいと願っております。

in
fo
rm
at
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●イベント概要
　◆真民詩を歌う・合唱コンサート
　　（１）伊予銀行合唱団（松山・混声）
　　（２）GENTLE　GESANG(西予市・男声)
　　（３）重信コーラス（東温市・女声）
　◆真民へのメッセージ募集優秀賞表彰式
　　表彰式　　メッセージ発表（2人）
　◆夏井いつきさん講演会
　　「俳句の力　ことばの力」

「開館10周年記念イベント」のお知らせ

●日時  令和4年 3月12日（土） 開演：午前１０時（開場：午前９時３０分）

●場所  砥部町文化会館ふれあいホール（先着順）
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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〉 
　テレビで美しい紅葉を映しだしながらの話―落葉樹は、秋
になると緑葉に含まれるタンパク質を木の幹に戻し、赤や黄色
の葉に変化して散ってゆく、栄養を得た木は冬の寒さに耐え
春に芽吹く―というのです。人間より偉いのではと感じ入った
瞬間でした。大自然のなせる技・神秘に打たれます。（真美子）

タンポポだより vol.39 冬号
令和3年12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


