
友の会会員の皆さまと記念館を結ぶ会報誌

すずき出版発行「心のうたかれんだあ」（平成7年版）より　詩／坂村真民「涙砂」　画／海野阿育
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青
春
と
五
十
鈴
川
の
ほ
と
り

　 

濁
ら
ぬ
川 
（
88
歳
）

　
第
四
百
二
十
五
番
碑
に

千
代
八
千
代
濁
ら
ぬ
川
の
川
岸
に

願
ひ
か
な
い
て
真
言
碑
建
つ

川
は
神
の
川

五
十
鈴
川

そ
の
川
の
岸
辺
に
あ
る

お
寺
の
一
室
を
借
り

自
炊
し
て
い
た

わ
た
し
は
二
十
歳

神
の
川
で

顔
を
洗
い

米
を
と
ぎ

茶
を
わ
か
し

茶
碗
を
洗
い

音
を
聞
き
つ
け

集
り
寄
り
く
る
魚
た
ち
と

親
し
く
過
ご
し
た

   

（
中
略
）

濁
ら
ぬ
川
の
永
遠
な
る
よ
う
に

国
を
言
祝
ぎ

建
ち
栄
え
ゆ
け

　

今
号
か
ら
、短
歌
を
投
稿
す
る
と
き
に
使
用
し
た

真
民（
こ
の
時
期
は
マ
タ
ミ
と
読
む
）と
い
う
名
前
で

ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。掲
載
詩
は
、父
・
真
民
88
歳

の
春
、第
４
２
５
番
碑
の
除
幕
式
に
参
列
し
た
と
き

の
感
慨
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

　

さ
て
伊
勢
時
代
に
移
る
前
に
、前
回
登
場
の
渾
名

が
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
い
う
先
生
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
。旧

制
中
学
校
卒
業
か
ら
二
十
数
年
後
、短
歌
か
ら
詩
に

転
じ
た
真
民
が
自
費
出
版
の
詩
集
を
長
崎
県
大
村

市
出
身
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
先
生
に
お
送
り
し
た
と
き
の
こ

と
で
す
。長
い
長
い
お
手
紙
が
、カ
ス
テ
ラ
と
共
に
父
の

元
に
届
き
ま
し
た
。大
感
激
さ
れ
た
内
容
だ
っ
た
そ

う
で
す
。初
任
地
で
教
え
た
生
徒
が
、自
分
が
卒
業
し

た
神
宮
皇
學
館
、専
攻
し
た
本
科
国
語
漢
文
学
科
で

学
び
、文
学
を
志
し
て
詩
人
の
道
を
歩
ん
で
い
る
こ

と
に
驚
く
と
同
時
に
心
か
ら
喜
び
が
湧
い
て
、返
事

を
書
く
ペ
ン
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。ナ
ポ
レ

オ
ン
先
生
に
と
っ
て
は
、自
己
の
教
師
人
生
が
意
義
あ

る
も
の
と
し
て
肯
定
さ
れ
、誇
り
を
感
じ
ら
れ
た
事

と
思
い
ま
す
。「
生
徒
が
先
生
に
お
菓
子
を
贈
る
の
は

普
通
や
が
、先
生
か
ら
生
徒
に
贈
っ
て
い
た
だ
い
た
の

は
、私
く
ら
い
や
ろ
う
」と
父
は
、は
に
か
み
つ
つ
も
嬉

し
そ
う
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。詩
集
が
新
し
く
出

る
度
に
、先
生
に
お
送
り
し
て
い
た
よ
う
で
す
。私
が

幼
い
こ
ろ
の
愛
媛
県
南
予
地
方
で
は
、普
段
の
お
菓

子
と
言
え
ば
イ
モ
飴
や
イ
モ
煎
餅
だ
っ
た
時
代
、カ
ス

テ
ラ
は
夢
の
お
菓
子
で
し
た
。残
念
な
が
ら
私
に
は

味
の
記
憶
が
無
く
、宝
物
入
れ
に
し
た
い
と
貰
っ
た

菓
子
箱
の
ほ
う
が
嬉
し
く
て
、こ
ち
ら
は
鮮
明
に
覚

え
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
は
伊
勢
時
代
、こ
の
詩
を
紐
解
い
て
ゆ

４２５番碑の建つ公園
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涙
砂
（
77
歳
）

地
球
に
額
を
つ
け
て

祈
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

地
球
が
泣
い
て
い
る
こ
と
が

よ
く
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た

涙
が
砂
に
に
じ
み

そ
れ
が
額
に
く
っつ
い
て
く
る
の
だ

わ
た
し
は
そ
の
涙
砂
を

大
切
に
持
ち
帰
る
よ
う
に
な
り

　坂村真民が砥部から重信川を渡り、松山側の川原
で「朝の祈り」をするようになったのは、新田高校を退
職した後の７２歳からです。
　川原に五体投地をして、大地に額を付けて「朝の祈
り」を行っていましたので、この詩に出てくる「砂」が額
に付くようになったのだと思います。
　真民詩に「涙壺」という詩がありますが、これは古代
ローマの時代に、愛する人を失った悲しみの涙を溜め
る小さな壺ですが、真民はおそらくこの「涙壺」にヒント
を得て「涙砂の壺」を考えたのではないでしょうか。

表紙の詩

文
／
西
澤
真
美
子

き
ま
し
ょ
う
。伊
勢
時
代
が
持
つ
意
義
の
一つ
で
、そ

の
後
の
生
き
方
に
と
て
も
大
切
な
場
面
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。

　

お
寺
は
、禅
寺
の
心
證
寺
と
言
い
、五
十
鈴
川
の
ほ

と
り
に
あ
り
ま
し
た
。す
で
に
廃
寺
と
な
り
、現
在

は
市
の
公
園
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。そ
の
お
寺
の

一
室
を
借
り
、生
活
費
を
節
約
す
る
た
め
に
自
炊
し

ま
し
た
。「
川
で
米
を
と
い
だ
り
茶
碗
を
洗
っ
た
り
し

て
い
る
と
魚
た
ち
が
寄
っ
て
来
る
ん
や
。ま
っ
た
く
人

を
怖
れ
な
い
魚
た
ち
な
ん
や
」。こ
れ
は
父
の
大
好
き

な
話
で
、よ
く
聞
い
た
も
の
で
す
。お
寺
で
の
４
年
間
、

そ
の
日
々
は
五
十
鈴
川
の
水
と
共
に
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
地
に
詩
碑
を
建
て
た
い
と
発
願
さ
れ
た
の
が
、

『
タ
ン
ポ
ポ
だ
よ
りvol.7

』の〝
真
民
詩
と
わ
た
し
〟

に
登
場
さ
れ
た
大
西
重
子
さ
ん
で
す
。多
く
の
方
々

の
お
力
添
え
に
よ
り
、10
年
後
の
平
成
９
年
４
月
27

日
、建
立
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

　

随
筆
の
中
で
、真
民
は
こ
う
記
し
て
い
ま
す
。―
わ

た
し
は
青
春
の
４
年
間
を
伊
勢
の
五
十
鈴
川
の
ほ
と

り
で
過
ご
し
た
の
で
あ
る
が
、あ
そ
こ
は
神
域
で
あ

り
禁
猟
区
な
の
で
、川
に
住
む
魚
も
木
々
に
群
が
る

鳥
た
ち
も
、実
に
の
び
の
び
と
し
て
い
て
、昔
な
が
ら

の
姿
、昔
な
が
ら
の
声
で
生
き
て
い
る
。あ
の
山
ふ
と

こ
ろ
で
聞
い
た
鳥
た
ち
の
爽
や
か
な
声
は
忘
れ
る
こ

と
が
で
き
ず
、あ
の
川
で
知
っ
た
魚
た
ち
の
怖
れ
を

知
ら
ぬ
生
き
生
き
と
し
た
姿
は
、今
も
わ
た
し
の
ポ

エ
ジ
イ
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
―

後
年
、真
民
は
こ
う
も
言
っ
て
い
ま
す
。

「
怖
れ
を
知
ら
な
い
魚
た
ち
を
知
っ
た
こ
と
は
、私
に

と
っ
て
ひ
と
つ
の
悟
り
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
…
」

　

そ
し
て
こ
う
続
く
の
で
す
。

「
無
差
別
平
等
の
華
厳
の
教
え
を
感
得
さ
せ
て
く
れ

た
…
」と
。

　

次
回
も
、伊
勢
で
の
青
春
の
日
々
に
迫
っ
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

今
で
は
壺
に
だ
い
ぶ
た
ま
っ
た

あ
あ
深
夜
聞
こ
え
て
く
る

こ
の
壺
の
中
の
砂
の
声
よ

あ
の
原
爆
地
広
島
で

聞
い
た
の
と
同
じ

重
い
重
い
哀
切
の
声
よ
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昭和26年京都府生まれ。大学卒業後、潮文社を経て教育研究社（のちサンマー
ク出版）に入社。春山茂雄著『脳内革命』を企画編集したほか、稲盛和夫著『生き
方』や近藤麻理恵著『人生がときめく片づけの魔法』などを含めて、8冊のミリオンセ
ラーに恵まれた。

『詩集 念ずれば花ひらく』のこと
株式会社サンマーク出版 代表取締役社長  植

う え

木
き

 宣
の ぶ

隆
た か

　
さ
り
げ
な
く
平
易
な
言
葉
の
中
に
込
め

ら
れ
た
、深
い
心
情
と
か
ぎ
り
な
い
情
熱

…
そ
う
し
た
真
民
詩
の
神
髄
を
一
冊
の

詩
集
に
ま
と
め
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
芽

生
え
た
の
は
、四
半
世
紀
も
前
の
こ
と
に

な
り
ま
す
。曲
折
を
経
た
後
に
、よ
う
や

く
真
民
さ
ん
か
ら
許
諾
を
頂
戴
で
き
た
と

き
の
胸
の
高
鳴
り
は
、い
ま
も
忘
れ
ら
れ

ま
せ
ん
。

　
そ
し
て
詩
の
選
定
作
業
を
都
会
の
塵
芥

に
埋
も
れ
て
行
う
の
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
、

編
集
部
の
斎
藤
竜
哉
と
信
州
・
山
田
牧
場

の
山
荘
に「
山
籠
も
り
」を
し
て
集
中
的

に
取
り
組
み
、寝
て
も
真
民
詩
が
脳
裡
か

ら
離
れ
な
い
と
い
う
得
難
い
体
験
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
出
版
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
四
十
六
年
、

手
が
け
た
単
行
本
は
か
な
り
の
数
に
上

り
ま
す
が
、と
り
わ
け
思
い
入
れ
の
深
い

作
品
と
な
り
ま
し
た
。幸
運
に
も
本
書

は
一
九
九
八
年
の
刊
行
以
来
版
を
重
ね
、

四
十
一
刷
十
万
八
千
部
と
詩
集
と
し
て
は

異
例
の
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
年
を
経
る
に
つ
れ
て
、真
民
詩
の
短
く

や
さ
し
い
言
葉
に
秘
め
ら
れ
た「
生
き
る

こ
と
の
真
実
」が
胸
に
迫
っ
て
き
ま
す
。

　
例
え
ば「
桃
咲
く
」と
題
さ
れ
た
、こ
の

詩
で
す
。

　
病
い
が

　
ま
た
一
つ
の
世
界
を

　
ひ
ら
い
て
く
れ
た

　
桃

　
咲
く

　
こ
こ
で
は
、病
に
せ
よ
労
苦
に
せ
よ
、一

見
過
酷
な
だ
け
と
み
な
さ
れ
が
ち
な
も
の

が
、こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
世
界
へ
通
じ

る
、輝
く「
天
使
の
梯
子
」と
な
り
う
る
と

の
思
い
が
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。

　
こ
う
し
た
思
い
が
、「
桃  

咲
く
」と
い
う

わ
ず
か
二
語
に
よ
っ
て
絵
画
的
な
美
し
さ

に
昇
華
さ
れ
て
い
く
。

　
こ
の
詩
に
触
れ
る
た
び
に
、真
民
さ
ん

が
朴
の
大
木
を
前
に
し
て
、幹
に
頬
を
寄

せ
な
が
ら
瞑
目
し
て
手
を
合
わ
せ
て
お
ら

れ
た
情
景
や
、野
の
草
花
を
慈
し
み
、愛
で

て
お
ら
れ
た
姿
を
思
い
起
こ
し
ま
す
。

　
自
然
の
中
に
、す
べ
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
よ
と
、語
り
か
け
て

お
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
か
ら
も
折
に
触
れ
て
こ
の
詩
集
を

開
き
、真
民
さ
ん
の
声
に
耳
を
澄
ま
せ
る

ひ
と
と
き
を
大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　
ま
た
経
営
者
と
し
て
も
、目
に
見
え
な

い
も
の
の
限
り
な
い
価
値
に
つ
い
て
気
づ

き
を
与
え
て
く
れ
る
こ
の
作
品
集
を
、次

世
代
に
手
渡
し
て
い
く
の
は
大
き
な
責
務

だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
と
り
わ
け
心
か
き
乱
す
で
き
ご
と
が
毎

日
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
て
く
る
昨
今
、未

来
を
照
ら
し
出
す
松
明
の
よ
う
な
役
割

を
担
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
強
く
念
じ
る
ば

か
り
で
す
。

真民さんをはさんで筆者（左）、斎藤竜哉（1998年頃）
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企画展のお知らせ

「坂村真民と家族の詩
う た

～妻と３人の娘と紡ぐ家族の物語～」

　坂村真民の詩の中で一番多いのは、家族を詠った
詩です。貧しい生活の中で一生懸命に生きようとする
家族の、切なく哀しい中にも、喜びと愛情あふれる日
常の生活を詠った詩がたくさんあります。
　今回は、三瓶、吉田、宇和島時代の真民と家族の
物語にスポットを当てて、幼い３人の娘の成長を願
い、その子供達が一瞬見せる純粋な姿、何気ない言
葉を詩人の感性で受け止め、それを詩に書きとめた
「家族の詩(うた)」を展示します。
　また、当時の写真やゆかりの品物、真民が書き残し
た「思索ノート」から、詩としては表現されていない「真
民の心の奥にある妻や子供達への愛情あふれる言

葉」を取り出して、パネルにまとめて分かりやすく展示
し、「家族の物語」を再現しています。
　さらに、真民の妻であり３人の子の母である坂村久
代にも焦点を当てて、真民が真民らしく生き、「真民流
の生き方」を貫くことができたのも、３人の子が素直で
明るく優しい娘に育つことができたのも、この「妻・母」
のおかげであることを詳しく解説しています。
　コロナ禍の中で、人間の幸せについて考えるとき
に、「本当の家族の幸せとは何か」を教えてくれる「真
民詩」に出会う展示となっています。どうぞ、「懐かし
い故郷の家」に帰ったつもりで、心安らぐひと時をお
過ごしください。

2022年9月3日（土）～2023年2月26日（日）月曜日休館（祝日の場合は翌日）
開催
期間

in
fo

rm
at

io
n

昭和２４年秋（三瓶の家）

昭和30年
(真民46､久代38､梨恵子11､佐代子９､真美子6)

昭和27年5月17日
（真民43､久代35､梨恵子8､佐代子6､真美子3）

昭和35年
（真民51､久代43､梨恵子16､佐代子14､真美子10）
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　坂村真民記念館では、毎月第３日曜日（原則）に
日曜講座を開催しています。
　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、坂村真民の人間としての生き方やその詩・文の
持つ意味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「一遍上人語録　捨て果てて」を
採りあげ、毎回１５～２０ページづつ読んでいます。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。

〈お申し込み方法について〉
受講を希望される方は、お電話またはＦＡＸまたはメールで以
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受講希望日 ⑤年齢・性別

〈電話〉089-969-3643 〈FAX〉089-969-3644
〈メール〉info@shinmin-museum.jp

書物を丹念に読み解き 真民さんの真髄に触れる
日曜講座へのお誘い
●開催日程：(令和４年）６月１９日、７月は休み、8月21日、９月18日、10月16日、１１月20日、12月は休み
●時　　間：10時30分～12時

真民詩を学びながら
ボランティアガイドをして豊かな心の世界をみつけませんか

令和４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

募集受付

受講期間 令和4年7月3日㈰～9月25日㈰［全７回］ 受講定員 25名程度（先着順）

受講場所 坂村真民記念館・会議室 募集期間 令和4年6月1日㈬～6月28日㈫

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。

〈メール〉info@shinmin-museum.jp
〈電  話〉089-969-3643

受講決定者には、記念館よりお知らせします。
修了者には令和４年１０月からガイドとして
活動していただきます。

回数 日　　時 講　座　内　容 講　　師

1 7月 3日㈰ 10:00～12:00 開講式、坂村真民の人生と詩（ビデオ鑑賞）

坂村真民記念館館長
西澤 孝一

西澤 真美子(真民三女)

2 7月10日㈰ 10:00～12:00 坂村真民の生涯

3 7月24日㈰ 10:00～12:00 真民詩の魅力とその背景（１） 三瓶・吉田時代

4 7月31日㈰ 10:00～12:00 真民詩の魅力とその背景（２） 宇和島時代

5 8月28日㈰ 10:00～12:00 真民詩の魅力とその背景（３） 砥部時代

6 9月11日㈰ 10:00～12:00 記念館の特色と展示作品の解説（講義）

7 9月25日㈰ 10:00～12:00 記念館の特色と展示作品の解説（実習）、修了式

講座概要・日程表
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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〉 
　中国・関西地方にお住まいの方に朗報です。７月９日（土）
から９月４日（日）までの会期で、岡山県高梁市の成羽美術館
で「坂村真民の世界」展が開催されます。こちらから約８０点
の作品を持って行きます。７月９日、１７日、８月７日は私と真美子
も美術館におります。お知り合いの方に宣伝して、一緒に来て
ください。（西澤）
タンポポだより vol.41 夏号
令和4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


