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日
光
菩
薩
と
月
光
菩
薩

　 

日
光
月
光

日
光
を
吸
飲
し

日
光
菩
薩
と
な
ら
れ

月
光
を
吸
飲
し

月
光
菩
薩
と
な
ら
れ
た

こ
の
二
菩
薩
の

な
ん
と
い
う

美
し
さ
よ

優
し
さ
よ

合
掌
し
て

立
ち
給
う

二
菩
薩
に

合
掌
し
て
立
つ

こ
の
ひ
と
と
き
の

う
れ
し
さ
よ

あ
り
が
た
さ
よ

わ
れ
ひ
と
り
入
り
て
を
ろ
が
む
法
華
堂

　
　
暗
き
み
堂
を
香
は
流
る
る

千
歳
經
る
み
堂
の
扉
お
も
お
も
し

　
　
き
し
む
響
き
の
身
ぬ
ち
に
ぞ
泌
む

坂
村
真
民
歌
集「
石
笛
」よ
り

　

学
生
時
代
、父（
真
民
）は
節
約
の
た
め
帰
省
時
は

い
つ
も
鈍
行
列
車
で
し
た
。三
重
県
か
ら
熊
本
県
ま

で
何
時
間
か
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。線
路
は
奈
良
県
を

抜
け
て
い
ま
す
。紹
介
す
る
二
つ
の
短
歌
は
、奈
良
で

途
中
下
車
し
て
寺
に
参
り
、仏
像
を
拝
し
た
時
の
感

動
を
詠
っ
た
若
か
り
し
真
民
の
作
で
す
。

　

詩
に
登
場
す
る
日
光
菩
薩
、月が
っ

光こ
う

菩ぼ

薩さ
つ

は
、奈
良

公
園
内
若
草
山
の
麓
に
あ
る
東
大
寺
法
華
堂
に
祀
ら

れ
て
い
る
薬
師
如
来
の
左
と
右
脇
侍
を
指
し
て
い
ま

す
。後
年
こ
の
詩
が
生
ま
れ
、学
生
時
代
に
短
歌
が
詠

ま
れ
と
き
の
こ
と
を
、真
民
は
こ
う
記
し
て
い
ま
す
。

  

「
今
も
鮮
明
に
浮
か
ん
で
く
る
仏
さ
ま
方
、と
り
わ

け
大
き
な
日
光
、月
光
像
は
美
し
く
て
、そ
の
合
掌
さ

れ
た
手
が
、わ
た
し
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ

た
時
、こ
の
身
が
熱
く
な
っ
て
く
る
の
を
覚
え
た
。わ

た
し
は
、そ
の
時
か
ら
、手
に
魅
せ
ら
れ
た
と
言
っ
て

も
よ
い
」と
。

　

そ
し
て
約
30
年
後
、真
民
も
短
歌
か
ら
詩
作
へ
と

移
っ
て
ゆ
き
、四
国
松
山
宝
厳
寺
の
一
遍
立
像
に
接

し
た
時
、再
び
手
の
持
つ
美
し
さ
、清
さ
、尊
さ
に
魅

せ
ら
れ
る
の
で
す
。「
菩
薩
と
は
ち
が
っ
て
、生
き
て
い

る
人
間
の
手
で
あ
る
。そ
の
人
間
の
手
を
、あ
そ
こ
ま

で
高
め
た
人
を
、わ
た
し
は
し
ら
な
い
」と
。そ
し
て

一
遍
上
人
を
尊
崇
し
、そ
の
あ
と
を
継
ぎ
た
い
と
願

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

次
に
も
う
一
つ
の
短
歌
に
つ
い
て
、父
が
大
好
き
で

子
供
た
ち
に
よ
く
聞
か
せ
て
く
れ
た
話
を
随
筆
か
ら

引
用
し
ま
す
。

  

「
薬
師
寺
を
訪
れ
た
の
は
…（
略
）…
境
内
に
は
わ

た
し
一
人
で
あ
っ
た
。も
う
扉
は
し
ま
っ
て
い
た
。で

も
門
番
の
人
は
大
き
な
鍵
で
開
け
て
く
れ
た
。そ
し

て
わ
た
し
に
一
本
の
大
き
な
ロ
ー
ソ
ク
を
渡
し
、火
を

つ
け
て
く
れ
た
。わ
た
し
は
独
り
中
に
入
っ
た
。巨
大

な
仏
像
の
影
が
、ロ
ー
ソ
ク
の
光
に
よ
っ
て
動
く
の
が
、

わ
た
し
に
は
何
と
も
言
え
ぬ
感
動
で
あ
っ
た
。わ
た
し

が
神
道
の
学
校
に
入
り
な
が
ら
、仏
教
に
心
ひ
か
れ

て
行
っ
た
の
も
、薬
師
寺
で
の
こ
う
し
た
ふ
し
ぎ
な
縁

か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。」

　

こ
れ
で
、も
う
片
方
の
短
歌
が
奈
良
市
西
ノ
京
に
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遠
い
雲
（
53
歳
）

あ
な
た
と
歩
い
て
い
る
と

も
ろ
も
ろ
の
も
の
が

相
寄
っ
て
く
る

山
も
鳥
も

遠
い
雲
ま
で
も

近
づ
い
て
く
る

　この詩は、坂村真民が生涯敬愛し続けた、杉村春
苔尼先生のことを詠った詩です。
　昭和３７年９月２８日の思索ノート「タンポポ堂日記」
には、「春苔先生がわたしの師であり、わたしはその直
弟子である。先生が観音であり、地蔵であり、わたしに
とっての阿弥陀仏であり、天照大神なのだ。」とあり、そ
の後にこの詩が書かれています。真民の先生に対す
る想いが凝縮された詩と言えます。

表紙の詩

文
／
西
澤
真
美
子

参
考
：
引
用
文
の
出
所

随
筆
集『
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
』、『
愛
の
道
し
る
べ
』、

（
サ
ン
マ
ー
ク
出
版
）

位
置
す
る
薬
師
寺（
金
堂
の
御
本
尊
は
薬
師
三
尊

像
）で
の
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
が
解
り
ま
す
ね
。

も
う
既
に
閉
ま
っ
て
い
た
扉
、開
け
て
く
れ
た
大
き
な

鍵
、火
が
つ
い
た
大
き
な
ロ
ー
ソ
ク
、父
は
思
い
出
し
て

も
感
極
ま
る
様
子
で
…
…
。

　

さ
て
前
に
も
ふ
れ
ま
し
た
が
、短
歌
と
の
出
会
い

を
少
し
詳
し
く
見
て
み
ま
し
ょ
う
。ま
ず
万
葉
集
に

深
く
入
っ
て
い
き
、次
第
に
現
代
短
歌
に
近
づ
い
て
行

き
ま
し
た
。や
が
て
一
生
を
歌
に
生
き
よ
う
と
決
め
、

一
徹
な
性
格
か
ら
師
を
探
し
求
め
ま
す
。当
時
は
、

キ
ラ
星
の
如
く
短
歌
人
が
現
れ
て
い
て
、「
明
星
」を

創
刊
し
た
与
謝
野
鉄
幹
・
妻
晶
子
ら
の
浪
漫
主
義
運

動
、伊
藤
左
千
夫
・
斎
藤
茂
吉
・
島
木
赤
彦
ら
の
ア
ラ

ラ
ギ
派
等
々
。し
か
し
真
民
が
選
ん
だ
の
は
、岡
野
直

七
郎
で
し
た
。岡
野
先
生
は
、東
京
大
学
の
政
治
科

を
出
な
が
ら
、道
玄
坂
に
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
の
店
を
出
さ

れ
細
々
と
生
計
を
立
て
て
お
ら
れ
ま
し
た
。そ
う
い

う
世
捨
て
人
の
よ
う
な
先
生
に
心
ひ
か
れ
て
終
生
の

師
と
し
て
仰
ぐ
こ
と
は
、野
に
生
き
よ
う
と
す
る
真

民
な
ら
で
は
の
こ
と
で
し
ょ
う
。18
歳
で
学
内
の
雑

誌
に
短
歌
を
投
稿
し
始
め
、20
歳
の
９
月
に
岡
野
先

生
主
宰
の
短
歌
結
社「
蒼そ
う

穹き
ゅ
う」に

入
社
、そ
の
後
の
約

20
年
間
師
事
し
続
け
、三
十
一
文
字
の
文
学
に
生
命

を
燃
焼
さ
せ
て
行
き
ま
し
た
。

　

一
生
で
一
番
多
感
な
時
期
、そ
の
後
の
人
生
の
片

鱗
が
見
え
隠
れ
す
る
学
生
時
代
を
、真
民
の「
伊
勢

の
海
」と
い
う
一
文
で
締
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

  

「
伊
勢
で
の
４
年
間
の
生
活
は
学
問
と
い
う
よ
り

も
、む
し
ろ
人
生
を
知
ら
し
め
た
。い
や
も
っ
と
大
き

な
自
然
を
知
ら
し
め
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。古
い
国
が

も
つ
海
と
山
と
川
と
の
美
し
さ
に
触
れ
て
、わ
た
し

と
い
う
一
個
の
人
間
を
作
り
創は
じ

め
た
と
い
っ
て
も
よ

か
ろ
う
。」

天
地
一
ぱ
い
の

広
々
と
し
た

豊
か
な
心
に
な
っ
て
く
る
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「坂村真民の詩の世界を海野阿育の版画で表現してはどうだろう？」
　今も多くの人々から親しまれ、愛されている「こころのうたかれんだぁ」は、真民詩
の中に悟りを感じた鈴木出版社長（当時）のインスピレーションによるものだった。

『こころのうたかれんだぁ』の生みの親
鈴木出版 名誉会長  鈴

す ず

木
き

 雄
ゆ う ぜ ん

善さん

◆
真
民
詩
と
海
野
版
画
を
出
会
わ
せ
た

　

私
が
坂
村
真
民
先
生
の
お
名
前
を
知
っ

た
の
は
、昭
和
50
年
頃
だ
っ
た
で
し
ょ
う

か
。茨
城
県
取
手
市
に
あ
る
弘
経
寺
の
境

内
で
、真
民
先
生
の
詩
碑
に
出
会
っ
た
の
で

す
。そ
れ
は
、『
二
度
と
な
い
人
生
だ
か
ら
』

七
節
の
う
ち
三
節
を
自
筆
で
書
か
れ
た

も
の
で
し
た
。こ
の
詩
に
心
惹
か
れ
た
私
は

「
こ
れ
は
、ど
う
い
う
も
の
な
の
か
？
坂
村

真
民
さ
ん
と
は
ど
う
い
う
お
方
な
の
だ
ろ

う
」と
考
え
た
わ
け
で
す
。

　

し
ば
ら
く
し
て
、柏は
く
じ
ゅ樹

社
の
中
山
社
長

か
ら
真
民
先
生
の
随
筆
集
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。中
山
さ
ん
は
、柏
樹
社
を
立
ち
上
げ

る
前
に
、鈴
木
出
版
の
編
集
顧
問
を
お
願
い

し
て
い
た
方
で
す
。そ
の
随
筆
集
が
昭
和
54

年
に
柏
樹
社
か
ら
発
行
さ
れ
た『
念
ず
れ

ば
花
ひ
ら
く
』で
し
た
。

　

私
は
こ
の
随
筆
集
が
大
変
気
に
入
り
、真

民
先
生
の
詩
を
絵
で
表
現
で
き
な
い
だ
ろ
う

か
？
詩
画
集
を
だ
し
た
い
、と
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。そ
し
て「
真
民
先
生
の
詩

の
世
界
を
、海
野
先
生
の
版
画
で
表
現
し

て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？
」と
思
い
つ
い
た
の

で
す
。

　

海
野
先
生
は
日
本
画
を
中
心
に
学
ん
だ

方
で
す
。明
福
寺（
東
京
都
江
戸
川
区
）の
住
職

さ
ん
の
依
頼
で
、寺
の
檀
信
徒
向
け
に
、法
句

経
の
文
言
を
版
画
で
記
し
た「
ダ
ン
マ
パ
ダ
カ

レ
ン
ダ
ー
」を
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。そ
の
出

版
を
鈴
木
出
版
が
引
き
受
け
た
こ
と
か
ら
ご

縁
が
で
き
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
59
年
に
お
二
人
の
最
初
の
コ
ラ
ボ
作

品
と
な
る
詩
画
集『
自
分
の
花
を
咲
か
せ

よ
う
』を
発
行
、昭
和
63
年
か
ら
は「
心
の

う
た
か
れ
ん
だ
あ
」の
発
行
が
始
ま
り
ま
し

た
。真
民
詩
と
海
野
版
画
の
出
会
い
は
私
の

発
案
、本
屋
冥
利
に
尽
き
ま
す
ね
。

◆
真
民
先
生
に
感
じ
た〝
悟
り
〟

　

私
が
真
民
先
生
の
詩
に
感
じ
る
の
は
、

「
悟
り
」で
す
。お
釈
迦
さ
ま
は
出
家
の
の

ち
、厳
し
い
修
行
を
積
ん
で「
諸
行
無
常
」

と
い
う
悟
り
を
得
ら
れ
ま
し
た
。

　

Everything is evanescent.

　

N
othing is constant.

　

漢
文
よ
り
、私
は
英
語
の
訳
の
ほ
う
が
原

文
の
意
味
に
近
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。真
民

先
生
は
、す
べ
て
を
見
て
詩
と
い
う
独
特
な

方
法
を
使
っ
て「
悟
り
」を
表
現
し
て
い
る

と
思
い
ま
す
。

　

真
民
先
生
に
お
会
い
し
た
の
は
二
度
。一

度
目
は
最
初
の
詩
画
集
出
版
の
ご
挨
拶

に
、愛
媛
の
ご
自
宅
へ
伺
っ
た
時
。二
度
目
は

平
成
３
年
に
、真
民
先
生
が
公
益
財
団
法

人
仏
教
伝
道
教
会
か
ら
仏
教
伝
道
文
化
賞

を
受
賞
さ
れ
た
時
で
す
。私
は
受
賞
祝
賀

会
に
同
席
し
、詩
に
つ
い
て
や
り
と
り
を
し

た
事
を
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。

　

現
生
で
悟
り
の
境
地
に
至
る
た
め
の
６
つ

の
修
行（
六
波
羅
蜜
）が
あ
り
、第
一に
挙
げ
ら

れ
て
い
る
の
が
布
施
で
す
。

　
「
無
財
の
七
施
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。財
産
が
な
く
て
も
い
つ
で
も
誰
で
も
実

行
で
き
る
７
つ
の
お
布
施（
身
施
・
心
施
・
眼

施
・
和
顔
施
・
言
施
・
床
座
施
・
房
舎
施
）。真
民

先
生
は
多
く
は
語
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

目
に
眼
施（
優
し
い
ま
な
ざ
し
）を
、お
顔
に
は

和
顔
施（
穏
や
か
な
表
情
）が
表
れ
て
い
ま
し

た
。真
民
詩
に
感
じ
た
悟
り
が
、先
生
ご
自

身
か
ら
も
滲
み
出
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

茨城県取手市 弘経寺にある詩碑『二度とない人生だから』
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記念館からのお知らせ

in
fo
rm
at
io
n

坂村真民記念館の来館者が、
１０万人を超えました。
　令和４年６月２９日（水）の午前１０時１０分、隣町の久万高原町の高齢者
グループ「しゃくなげ教室」の皆さん２２名が来館され、ついに来館者が１０万
人を超えました。
　１０万人目の来館者となった黒田浩美さんは、真民詩の大ファンで、何度も
記念館に来てくださっている方で、とても喜んでくださいました。
１０周年記念特別展を開催している期間に、来館者が１０万人を超えることに
なり、本当に嬉しい日となりました。
　今後は、来館者２０万人を目標に、さらに工夫を凝らして、多くの人が気軽
に来てくださる記念館にしていきたいと思っています。

10万人
来館者

ありがと
う!!

１０万人目の来館者が決まる

佐川砥部町長より記念品贈呈

真美子さんより花束贈呈

記念写真



in
fo
rm
at
io
n
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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～」

　９月３日から始まる「坂村真民と家族の詩」展では、
「飯台」の詩と坂村家で実際に使われていた「飯台」
を展示しています。
　「飯台」の詩は、真民と家族のほほえましい情景を
詠った詩として、真民詩のファンに最も愛読されてい
る詩です。この詩は、真民が41歳、妻が33歳、長女梨
恵子が６歳、次女佐代子が４歳、三女真美子が１歳の
時の詩です。昭和25年４月、吉田での新たな生活が

始まった時に書かれたのがこの詩です。
　吉田での新しい生活がスタートする喜びと、新しい
家での家族団欒の微笑ましい情景が目に浮かぶよう
な詩ですね。本当にたった一つの飯台を買ったこと
が、こんなに子供たちにはうれしかったのだ、家族の
幸せとは、こんなところにあるんだ、ということを感じさ
せてくれる詩だと思います。

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

この写真を撮った半年後に、
飯台を買ったのです。（昭和24年秋）

坂村家で実際に使われていた飯台
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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〉 
　夕闇が迫る頃、遠くから来た学生に対しローソクに火を灯
し扉を開けて堂内に入れてくれたという昭和の始め、その約
40年後、私の学生時代には拝観時間はありましたが、風渡る
み堂にて国宝級の仏様を拝することが叶いました。それから
50年過ぎた現在、それらの多くは宝物館内に御座します。安
心安全、一方で寂しさも。（真美子）
タンポポだより vol.42 秋号
令和4年9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


