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自
由
を
求
め
た
代
用
教
員
時
代

　

今
号
は
、天て
ん

水す
い

町ま
ち

小お

天あ
ま

小
学
校
の
代
用
教
員
時
代

に
つ
い
て
、少
し
寄
り
道
的
な
お
話
を
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

掲
載
詩
に
は
、こ
の
地
で
２
年
間（
昭
和
７
年
４
月

～
昭
和
９
年
３
月
）を
過
ご
し
、受
け
持
っ
て
い
た
６
年

生
を
卒
業
さ
せ
る
と
、朝
鮮
に
渡
っ
て
ゆ
く
決
心
を
し

た
大
き
な
要
因
の
ひ
と
つ
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。究
極

の
自
由
人
で
あ
る
と
自
ら
を
語
っ
て
い
る
父（
真
民
）に

と
っ
て
、そ
れ
は
生
き
て
ゆ
く
姿
勢
そ
の
も
の
で
し
た
。

そ
し
て
こ
の
帽
子
を
か
ぶ
ら
な
い
話
は
、こ
う
続
く
こ

と
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

 

「
ぼ
く
の
弟
は
玉
名
中
学
校（
旧
制
）か
ら
熊
本
第

五
高
等
学
校
に
進
み
、ち
ょ
っ
と
話
題
に
な
っ
た
。よ

く『
お
ま
え
が
あ
の
坂
村
か
』と
問
わ
れ『
そ
れ
は
弟

で
す
よ
』と
答
え
た
も
ん
や
。弟
は
、そ
の
間
一
度
も

軍
事
教
練
に
出
ん
か
っ
た
」と
。当
時
の
こ
と
で
す
か

ら
、教
官
か
ら
ど
ん
な
に
強
く
𠮟
責
を
受
け
た
こ
と
で

し
ょ
う
か
。子
供
達
に
、そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
自
由
に
歩

ま
せ
た
夕た

ね子
お
母
さ
ん
の
子
供
へ
の
信
頼
の
強
さ
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
ね
。

　

写
真
は
、も
う
一
人
の
弟
さ
ん
の
奥
さ
ま
か
ら「
小

天
小
学
校
出
身
の
Ｗ
さ
ん
が
持
っ
て
来
ら
れ
ま
し
た
」

と
熊
本
か
ら
お
送
り
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。少
し
見
に

く
い
の
で
す
が
、そ
の
一
部
を
拡
大
し
て
載
せ
ま
し
た
。

　

さ
て
、始
め
に
寄
り
道
と
書
き
ま
し
た
の
は
、こ
う

い
う
事
で
す
。

　

皆
さ
ん
は
、俳
優
の
笠り
ゅ
う
ち
し
ゅ
う

智
衆（
故
人
）を
ご
存
知
で

し
ょ
う
か
。笠
さ
ん
は
、真
民
と
同
じ
玉
名
中
学
校
の

小天小学校昭和９年３月卒業写真（写真の中心が真民）

ぼ
く
は
帽
子
を
か
ぶ
ら
な
い

大
木
と
お
な
じ
く

ぼ
く
は
上
か
ら

押
さ
え
つ
け
ら
れ
る
の
が

い
や
だ
か
ら
で
あ
る

か
っ
て
あ
る
県
で

代
用
教
員
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
が

そ
こ
で
制
服
制
帽
を
つ
く
っ
た

全
県
下
の
教
員
が
一
せ
い
に

海
軍
士
官
の
よ
う
に
な
っ
た

そ
の
と
き
あ
の
帽
子
を

頭
に
の
せ
な
か
っ
た
の
は

ぼ
く
一
人
だ
っ
た

（
後
略
）

ぼ
く
は
帽
子
を
か
ぶ
ら
な
い（
55
歳
）

「
詩
国
第
21
号
」（
昭
和
39
年
３
月
）
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この詩は、真民が７１歳の時の詩です。
真民が住んでいた、タンポポ堂の小さな庭には、つ
ゆくさが一杯咲いていました。
現在は、坂村真民記念館の前庭に、６月から９月に
かけて所狭しといっぱい咲いています。
朝露を受けて咲き昼前にはしぼんでしまう、そのは
かなさに、真民は自分の人生を重ね、この花を本当
に愛しました。
特に、朝露に濡れて、露を葉っぱや花に湛えている
姿は、美しいというより、清純さと尊さを感じることが
できます。

表紙の詩

文
／
西
澤
真
美
子

「
全
詩
集
３
巻
」３
１
５
ペ
ー
ジ

「
詩
国
19
巻
８
月
」（
昭
和
55
年
８
月
）

「
花
一
輪
の
宇
宙
」66
ペ
ー
ジ

２
、３
年
先
輩
に
あ
た
り
ま
す
。在
学
中
は
通
う
道
が

違
い
相
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、代
用
教
員

に
な
っ
て
い
た
と
き
毎
日
こ
の
方
の
生
家
の
お
寺
の
下

の
道
を
自
転
車
で
通
い
ま
し
た
。お
寺
の
近
く
に
住
む

Ｋ
さ
ん
と
、お
酒
を
飲
め
ば
い
つ
も
笠
さ
ん
の
話
を
し

た
そ
う
で
す
。

　

後
年
、笠
さ
ん
が
大
部
屋
時
代
を
経
て
、味
の
あ
る

名
俳
優
と
し
て
活
躍
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、父
は
よ

く
映
画
館
を
訪
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
。私
は
、

映
画「
秋
刀
魚
の
味
」を
父
と
二
人
で
観
た
思
い
出
が

あ
り
ま
す
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
で
笠
智
衆
出
演
朝
の
ド
ラ

マ「
た
ま
ゆ
ら
」を
嬉
し
そ
う
に
見
て
い
た
姿
、こ
の
頃

か
ら
手
紙
を
差
し
上
げ
、お
返
事
が
来
て
い
た
よ
う
に

記
憶
し
て
い
ま
す
。父
が
書
い
た「
こ
の
人
の
風
貌
も
実

に
い
い
が
、ア
ク
セ
ン
ト
と
い
う
よ
り
も
、ふ
る
さ
と
の
山

や
川
の
し
み
こ
ん
で
い
る
よ
う
な
、声
の
風
味
が
、実
に

懐
か
し
く
…
」（
詩
国
後
記
）と
い
う
文
章
か
ら
父
の
感

慨
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。付
け
加
え
る
な
ら
ば
、後の
ち
に

な
っ
て
、笠
智
衆
さ
ん
の
奥
さ
ま
も
、真
民
の
妻
も
、く

も
膜
下
出
血
で
倒
れ
た
こ
と
で
同
じ
悲
し
み
を
持
つ

と
い
う
繋
が
り
も
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
寄
り
道
。小
学
校
の
あ
る
こ
の
地
は
小

天
温
泉
と
し
て
有
名
で
、夏
目
漱
石
が
明
治
30
年
の
大

晦
日
か
ら
数
日
間
滞
在
し
て
い
ま
す
。そ
の
８
年
後
、東

　
つ
ゆ
く
さ
の
花（
71
歳
）

つ
ゆ
く
さ
の

む
ら
さ
き
の

あ
さ
つ
ゆ
の

す
ず
し
い
道

束
の
間
の

露
の
世
を

清
く
生
き
よ
と

告
げ
て
い
る

つ
ゆ
く
さ
の
花

京
で
小
説「
草
枕
」を
発
表
し
ま
す
が
、舞
台
と
な
っ
た

の
が
小
天
温
泉
で
あ
り
、そ
の
と
き
の
体
験
が
も
と
に

な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。漱
石
の
宿
は
、当
時
の
前ま
え

田だ

案か

山が

子し
（
衆
議
院
議
員
・
自
由
民
権
運
動
家
）の
別
邸
で

し
た
。真
民
の
代
用
教
員
時
代
は
昭
和
に
入
っ
て
い
ま

す
が
、小
学
校
の
生
徒
の
中
に
関
係
者
の
子
弟
が
い
て
、

漱
石
が
泊
っ
た
屋
敷
、部
屋
の
中
ま
で
も
見
せ
て
く
れ

た
そ
う
で
す
。（
現
在
は
漱
石
館
と
し
て
一
般
公
開
）

　

思
い
出
深
い
２
年
間
を
過
ご
し
朝
鮮
に
骨
を
埋
め
る

つ
も
り
で
海
を
渡
っ
た
真
民
、次
号
か
ら
新
天
地
で
の

話
が
展
開
し
ま
す
。　
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宇和島東高校時代に真民さんから国語を習っていたという森永弘子さん。キラキ
ラした笑顔で来館者に真民さんの詩の魅力を伝える森永さんからは、「先生が大
好き！」という気持ちが溢れている。

“先生”の詩がある幸せな毎日に感謝
坂村真民記念館 ボランティアガイド  森永 弘子さん

◆「
先
生
」と
呼
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

　

坂
村
真
民
記
念
館
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ

ド
を
務
め
る
よ
う
に
な
っ
て
10
年
、来
館
者

の
方
に
最
初
に
必
ず
お
断
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

 

「
皆
様
は
ぜ
ひ〝
真
民
さ
ん
〟と
お
呼
び
く

だ
さ
い
。そ
れ
が
先
生
の
ご
希
望
で
す
か

ら
。で
も
、私
は
宇
和
島
東
高
校
で
坂
村
先

生
の
生
徒
だ
っ
た
の
で
、〝
先
生
〟と
呼
ば
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
ね
」と
。少
し
自
慢
し
て

い
る
み
た
い
で
す
ね
。で
も
、実
は
私
は
高

校
時
代
、先
生
が
詩
を
書
い
て
お
ら
れ
る
事

を
、全
く
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

長
男
が
中
学
３
年
、次
男
が
小
学
６
年

生
の
時
、夫
の
転
勤
に
伴
い
、一
家
で
松
山

か
ら
伊
予
三
島
へ
引
っ
越
し
ま
し
た
。「
受

験
生
を
転
校
さ
せ
る
人
な
ど
い
ま
せ
ん
よ
」

と
先
生
に
は
言
わ
れ
ま
し
た
が
、私
に
は

思
春
期
を
迎
え
る
息
子
た
ち
を
１
人
で
育

て
る
自
信
が
な
か
っ
た
の
で
、家
族
一
緒
の

生
活
を
選
び
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
地
域
の
読
書
サ
ー
ク
ル
に
入
り
、

そ
し
て
先
生
の
詩
に
出
会
っ
た
の
で
す
。

「
私
、こ
の
先
生
に
習
っ
て
ま
し
た
！
先
生

が
詩
人
だ
っ
た
な
ん
て
」と
驚
く
私
に
、皆

さ
ん
呆
れ
る
や
ら
羨
ま
し
が
る
や
ら
。こ
れ

は
、本
当
に
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

そ
こ
か
ら
私
は
先
生
一
筋
。詩
を
読
み

あ
さ
り
、独
学
で
勉
強
を
続
け
ま
し
た
。

◆
大
好
き
な
先
生
の
詩
分
か
ち
合
い
た
い

　

先
生
の
詩
は
と
て
も
優
し
い
の
で
す
。

「
尊
い
の
は
足
の
裏
で
あ
る
」と
い
う
詩
で

は
、脚
光
を
浴
び
て
い
る
人
で
は
な
く
、人

に
知
ら
れ
ず
と
も
黙
々
と
働
い
て
い
る
人
に

心
を
寄
せ
て
お
ら
れ
ま
す
。ま
た
、ご
家
族

を
大
切
に
さ
れ
て
い
て
、詩
集「
家
族
の
絆
」

に
込
め
ら
れ
た
先
生
の
思
い
に
は
、多
く
の

来
館
者
の
方
が
感
動
さ
れ
ま
す
ね
。

　

年
代
に
よ
っ
て
も
好
き
な
詩
は
違
っ
て
き

ま
す
。若
い
頃
は「
本
気
」を
読
む
と
力
が
湧

い
て
き
ま
し
た
。「
鈍
刀
を
磨
く
」も
好
き

で
し
た
。こ
の
詩
は
男
性
も
好
き
な
方
が
多

い
よ
う
で
す
よ
。今
は
四
国
が
テ
ー
マ
の「
聖

な
る
島
」や
母
を
思
う「
昼
の
月
」、〝
終
わ

り
を
美
し
く
〟の「
落
花
」も
い
い
で
す
ね
。

　

日
常
生
活
の
な
か
で
、す
ぐ
先
生
の
詩
が

頭
に
浮
か
ん
で
く
る
の
で
す
よ
。歌
を
聴
い

て
も〝
き
っ
と
こ
の
方
は
真
民
先
生
の
詩
が

お
好
き
な
の
ね
〟と
か
。

　

夫
が
定
年
に
な
り
松
山
に
居
を
構
え
ま

し
た
。夫
は
砥
部
町
出
身
で
、坂
村
真
民
記

念
館
の
設
立
に
尽
力
さ
れ
た
元
砥
部
町
町

長
の
中
村
剛
志
さ
ん
と
友
達
な
の
で
す
。中

村
さ
ん
に
は
素
敵
な
場
所
を
作
っ
て
く
だ

さ
っ
た
と
日
々
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

ガ
イ
ド
の
仕
事
は
、人
と
の
出
会
い
が
あ

り
、素
敵
で
最
高
。今
は
、企
画
展「
一
遍
さ

ん
と
真
民
さ
ん
」が
開
か
れ
て
い
ま
す
が
、

事
前
に
館
長
さ
ん
か
ら
一
遍
上
人
に
つ
い
て

学
び
ま
し
た
。覚
え
る
こ
と
が
多
い
の
で
、

頭
も
若
く
保
た
れ
る
よ
う
で
嬉
し
い
で
す
。

何
よ
り
、大
好
き
な
先
生
の
詩
の
話
を
す
る

こ
と
が
で
き
て
幸
せ
で
す
。

　

今
は
家
族
全
員
、好
き
な
事
を
し
て
楽

し
く
暮
ら
し
て
い
ま
す
。息
子
た
ち
に
は
、

転
校
で
友
達
と
離
れ
、悲
し
い
思
い
を
さ
せ

た
と
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
ま
す
が
、今
の

私
が
あ
る
の
は
、先
生
の
詩
の
お
か
げ
。先

生
と
の
縁
を
結
ん
で
く
れ
た
伊
予
三
島
が

お
母
さ
ん
の
原
点
な
の
だ
と
、彼
ら
も
認
め

て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

気に入った詩はメモ帳に書き留めている



募集期間

受講決定通知

問い合わせ先

令和5年5月16日㈫～6月30日㈮

5

in
fo

rm
at

io
n 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5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

受講場所 坂村真民記念館・会議室
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。

受講決定者には、記念館よりお知らせします。

修了者には修了証書を授与し、令和
５年１０月から１日４時間（午前の部
9:00～13:00または午後の部13:00
～17:00）月に２～３回程度ガイドとし
て活動していただきます。

089-969-3643
（坂村真民記念館）

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

回数 日　　時 講　座　内　容 講　　師

1 7月15日㈯ 14:00～16:00 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22日㈯ 14:00～16:00 坂村真民の生涯

3 7月29日㈯ 14:00～16:00 真民詩の魅力とその背景（１） 三瓶・吉田時代

4 8月  5日㈯ 14:00～16:00 真民詩の魅力とその背景（２） 宇和島時代

5 8月19日㈯ 14:00～16:00 真民詩の魅力とその背景（３） 砥部時代

6 8月26日㈯ 14:00～16:00 記念館の特色と展示作品の解説（講義）

7 9月  2日㈯ 14:00～16:00 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

受講定員 25名程度（先着順）

受講期間 令和5年7月15日㈯～9月2日㈯ ［全７回］

最初はベテランのガイドさんと一緒に行い、慣れてから
１～２人でガイドします。講座を修了し、現在ボランティ
アガイドとして活躍されている方々からは、来館者の方
から質問を受け、館長に聞いたり、自分で調べていく中
で、自分が知らなかった真民さんのことが良く分るように
なった。来館者の方が熱心なファンで、色 と々教えてもら
うことがある。来館者の方と話すことにより、自分自身が
成長することに気付いた。等の声があります。

現在25名（男性11名、女性14名）の方が活動されています。
（30代から80代まで幅広い方々がいらっしゃいます。）
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夏休み企画展

「あとから来る者のために
      ～真民から若者たちへのメッセージ～」

　坂村真民が若い人たちにいつも言っていた（一番
伝えたかった）ことは、「どんな小さい花でもいい、自分
の花を咲かせよう」ということでした。誰かの真似をす
るのではなく、自分で苦労して考え、自分独自の花を
咲かせてほしいと願っていました。
　坂村真民の生き方は、「人間としてどう生きるか」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思います。
　今回の展示作品は、こうした真民詩の中から、若い
人たちに是非読んでもらいたい詩を中心にして展示
しています。
　記念館に来て、これから生きてゆくときに、困難を乗
り越え、生きる希望を得るための「心の支えとなる詩」
を見つけて帰ってください。

2023年7月8日（土）～2023年10月1日（日）
月曜日休館（祝日の場合は翌日）

開催
期間

第2展示作品〈              〉

① 若者よ（全文）
② たんぽぽ魂（全文）
③ うた（全文）
④ かなしみはいつも（全文）
⑤ 時間をかけて（全文）

⑥ 鈍刀を磨く（全文）
⑦ 闇と苦（全文）
⑧ 六魚庵箴言（全文）
⑨ 飯　台（全文）
⑩ あとから来る者のために（全文）

第1展示室と中部屋では、これまで来館
された若い人たちが「私の好きな真民
詩」として挙げている詩を中心にして、
代表的な真民詩を展示しています。
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、小学生、中学生、高
校生にそれぞれ向けて選び18点展示し
ています。
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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

広告募集中

１枠（タテ60㎜×ヨコ170㎜） …… 年間10万円

■年間発行部数／2,000部（年4回発行）
■送付先／友の会会員、県内社会教育施設、県内旅行・
　　　　　観光業者等その他、記念館の来館者に配布

「タンポポだより」に広告を出してくださる
企業・団体等を募集しています。

［広告料］

「タンポポだより」の発行費用は、この広告料で賄っています。それに
よって、友の会の会員の皆様からの会費は、タンポポだよりの送付料
や記念館の活動経費に充てることが出来ます。記念館の活動を充実
させるためにも、広告料収入が必要不可欠です。どうぞ、このような趣
旨をご理解くださり、広告掲載へのご協力をお願いします。



〈編集後記〉 
　2ページ目の写真を見て生前の真民をご存知の方は、ア
ラッと思われたのではないでしょうか。「こんなに丸い顔の真
民さん！」と。夕子お母さんが食の細い息子に「これ食べ、あ
れ食べ」と好物の蒸かしパンや酒まんじゅうを作っていたの
でしょう。ありがたいですね。（真美子）

タンポポだより vol.45 夏号
令和5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

8

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


