
角川
か ど か わ

源義
げ ん よ し

「美しい日本語を大切にしたい」

出
し ゅ っ

版
ぱ ん

文化の功労者
こ う ろ う し ゃ
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戦
争

せ
ん
そ
う

に
負
け
て

国
を
立
て
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
今
こ
そ

日
本
の
文
化
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
！

そ
う
だ
、
出
版
社
を
お
こ
し
て

文
学
を
も
り
立
て
よ
う
―
―
。

「
し
ま
っ
た
、
乗
り
過す

ご
し
て
し
ま
っ
た
」

角
川
源
義

か
ど
か
わ
げ
ん
よ
し

さ
ん
が
本
か
ら
ふ
と
目
を
上
げ
る
と
、
降お

り
る

は
ず
の
駅
は
と
っ
く
に
過
ぎ
て
い
ま
し
た
。

神
通

じ
ん
づ
う

中
学
（
現
在

げ
ん
ざ
い

の
富
山
中
部
高
校
）
を
卒
業

そ
つ
ぎ
ょ
う

し
た
後
、

東
京
で
浪
人

ろ
う
に
ん

生
活
を
送
っ
て
い
た
源
義
さ
ん
は
、
神か

ん

田だ

の
古

本
屋
で
買
っ
て
き
た
ば
か
り
の
本
に
、
夢む

中
ち
ゅ
う

に
な
っ
て
い
た

の
で
す
。

そ
れ
は
、
折
口

お
り
く
ち

信し
の

夫ぶ

の
『
古
代
研
究
』
と
い
う
本
で
し
た
。

そ
の
本
は
、
読
め
ば
読
む
ほ
ど
難

む
ず
か

し
い
本
だ
っ
た
の
で
、
そ

れ
以い

来ら
い

、
受
験
用

じ
ゅ
け
ん
よ
う

の
参
考
書

さ
ん
こ
う
し
ょ

が
、
手
に
つ
か
な
い
状
態

じ
ょ
う
た
い

が
続つ

づ

き
ま
し
た
。

こ
の
本
を
し
っ
か
り
と
読
み
た
い
―
―
。

そ
う
考
え
た
源
義
さ
ん
は
、
折
口
先
生
が
教
授

き
ょ
う
じ
ゅ

を
し
て
い

る
国
学
院

こ
く
が
く
い
ん

大
学
を
受
験
し
よ
う
と
決
意
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

見
事
に
合
格

ご
う
か
く

し
た
の
で
す
。

人
生
を
変か

え
た
一
冊さ

つ

の
本

大
学
時
代
、
源
義
さ
ん
は
あ
こ
が
れ
の
折
口
先
生
だ
け
で

な
く
、
言
語
学
者
と
し
て
名
高
い
金
田
一

き
ん
だ
い
ち

京
き
ょ
う

助す
け

先
生
や
、
民み

ん

俗ぞ
く

学
で
知
ら
れ
る
柳

や
な
ぎ

田だ

國く
に

男お

先
生
か
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ

と
を
教
わ
り
ま
し
た
。



源
義
さ
ん
は
、
銀
行
に
資し

金き
ん

援
助
を
頼た

の

ん
だ
り
、
本
屋
さ

ん
に
本
を
売
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
り
し
て
、
け
ん
め

い
な
努ど

力
り
ょ
く

を
重
ね
ま
し
た
。

そ
し
て
、
恩お

ん

師し

の
先
生
方
の
本
や
、
紙し

質し
つ

が
良よ

く
き
れ
い

な
本
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
『
堀
辰

ほ
り
た
つ

雄お

作
品
集
』
な
ど
、
い

ろ
い
ろ
な
本
を
出
版
し
ま
し
た
。

良
い
本
を
、
も
っ
と
安
い
値ね

段だ
ん

で
届と

ど

け
た
い
―
―
。

そ
う
考
え
た
源
義
さ
ん
は
、
文
庫
本
の
出
版
を
始
め
ま
し

た
。
す
る
と
、
た
く
さ
ん
の
読
者
か
ら
、
安
い
文
庫
本
を
も

っ
と
出
版
し
て
ほ
し
い
と
い
う
は
が
き
や
手
紙
が
、
ぞ
く
ぞ

く
届
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

角
川
文
庫
の
創
刊

そ
う
か
ん

ま
た
こ
れ
ら
の
先
生
方
と
の
出
会
い
は
、
後の

ち

の
角
川
書
店

か
ど
か
わ
し
ょ
て
ん

を
開
く
の
に
、
貴
重

き
ち
ょ
う

な
財
産

ざ
い
さ
ん

と
な
っ
た
の
で
す
。

戦
争
が
終
わ
っ
た
今
、
た
く
さ
ん
本
を
読
み
た
い
と
い
う

若
者

わ
か
も
の

た
ち
が
大
勢

お
お
ぜ
い

い
る
。
そ
の
人
た
ち
の
た
め
に
、
何
か
で

き
な
い
だ
ろ
う
か
…
。

大
学
を
卒
業

そ
つ
ぎ
ょ
う

し
た
後
、
学
校
の
先
生
を
し
て
い
た
源
義
さ

ん
は
、
日
本
の
国
を
立
て
直
す
た
め
に
、
自
分
は
ど
ん
な
こ

と
を
し
た
ら
よ
い
か
と
考
え
込こ

ん
で
い
ま
し
た
。

教
き
ょ
う

師し

と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
を
教
え
る
仕
事
も
大
切
だ
。

し
か
し
、
私
は
出
版
を
通
し
て
、
美
し
い
日
本
、
な
つ
か
し

い
日
本
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
、
多
く
の
人
々
に
語
り
か
け

た
い
―
―
。

考
え
た
末す

え

に
、
源
義
さ
ん
は
出
版
社
を
お
こ
す
こ
と
を
決

心
し
、
お
父
さ
ん
の
源
三
郎

げ
ん
ざ
ぶ
ろ
う

さ
ん
に
話
し
ま
し
た
。

す
る
と
、
お
父
さ
ん
は
、
一
本
の
天
び
ん
棒ぼ

う

を
源
義
さ
ん

に
差さ

し
出
し
ま
し
た
。

「
こ
の
棒
は
、
魚
の
行
商

ぎ
ょ
う
し
ょ
う

の
仕
事
を
し
て
い
た
と
き
、
魚
の

入
っ
た
お
け
を
吊つ

り
下
げ
な
が
ら
売
り
歩
く
た
め
に
使
っ
て

い
た
棒
だ
。こ
れ
を
お
前
に
譲ゆ

ず

ろ
う
」

源
義
さ
ん
の
お
父
さ
ん
は
、
若わ

か

い
こ
ろ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

仕
事
を
し
て
、
苦く

労ろ
う

を
重
ね
た
人
で
し
た
。
そ
の
苦
労
を
忘わ

す

れ
な
い
よ
う
に
、
米
問

こ
め
ど
ん

屋や

を
お
こ
し
て
成
功

せ
い
こ
う

し
た
後
も
、
天

び
ん
棒
を
離は

な

さ
な
か
っ
た
の
で
す
。

「
私
も
、
こ
れ
を
眺な

が

め
て
が
ん
ば
り
ま
す
」

源
義
さ
ん
は
、
お
父
さ
ん
の
援
助

え
ん
じ
ょ

を
も
と
に
、
小
さ
な
出

版
社
を
お
こ
し
ま
し
た
。
戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
わ
ず
か

３
か
月
後
の
こ
と
で
し
た
。

出
版
文
化
で
日
本
を
再
建

さ
い
け
ん

53

1917年

1924年

1930年

1937年

1938年

1945年

1958年

1961年

1975年

西 暦 年齢

源義さんと言葉①：源義さんは「一念一植（いちねんいっしょく）」という言葉が好きでした。これは、稲の苗一本一本に心
を込めて植えるという意味です。作家の吉川英治さんがつくった言葉で、『親鸞（しんらん）』という作品に出てきます。

源義さんの書いた本。源義さんは、学者としての論文や句集を出版するな
ど、さまざまな文学活動を行いました。（水橋郷土史料館所蔵

しょ ぞ う

）

中新川郡東水橋町（現在の富山市）に生まれる

東水橋尋常小学校（現在の富山市立水橋中部小学

校）に入学する

県立神通中学校（現在の富山中部高校）に入学する

国学院大学に入学し、折口信夫先生に師事する

柳田國男先生のもとで、民俗学研究に没頭する

角川書店をおこす

俳誌「河」を創刊する

論文「語り物文芸の発生」にて、文学博士号をとる

亡くなる

7歳

13歳

20歳

21歳

28歳

41歳

44歳

58歳

2 文化の花を咲かせよう

源義さんの一周
いっしゅう

忌
き

で配られた記
き

念
ねん

の品。源義さんの最後の句
く

集
しゅう

となった『西行
さいぎょう

の日』にちなんでつくられた。（八尾正治氏所蔵）

角川源義のミニ年表



読
者
の
願ね

が

い
に
心
を
打
た
れ
た
源
義
さ
ん
は
、
小こ

型が
た

の
文

庫
本
を
さ
ら
に
出
版
す
る
決
意
を
し
ま
し
た
。

当
時
、
小
型
の
文
庫
本
を
発
行
す
る
こ
と
は
、
大
出
版
社

で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
仕
事
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
一
冊

あ
た
り
の
利り

益え
き

が
少
な
い
う
え
に
、
一
度
に
大
量

た
い
り
ょ
う

の
在ざ

い

庫こ

を

抱か
か

え
込こ

む
こ
と
に
な
る
の
で
、
資
金
を
準

じ
ゅ
ん

備び

し
た
り
管か

ん

理り

し

た
り
す
る
の
が
難
し
い
の
で
す
。

た
く
さ
ん
の
読
者
の
た
め
に
、
な
ん
と
し
て
も
文
庫
本
を

出
版
す
る
ぞ
！

難
し
い
仕
事
で
し
た
が
、
源
義
さ
ん
は
積
極
的

せ
っ
き
ょ
く
て
き

に
挑
戦

ち
ょ
う
せ
ん

し

ま
し
た
。

果は

た
し
て
、
角
川
書
店
の
発
行
し
た
小
型
の
文
庫
本
が
本

屋
さ
ん
に
並な

ら

ぶ
と
、
本
は
飛と

ぶ
よ
う
に
売
れ
た
の
で
す
。
他

の
出
版
社
も
「
角
川
文
庫
」
に
続
け
と
ば
か
り
、
小
型
文
庫

本
を
ど
ん
ど
ん
出
版
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
源
義
さ
ん
が
『
昭
和
文
学
全
集
』
を
出
版
す
る

と
、
今
度
も
ま
た
、
作
っ
て
も
作
っ
て
も
印
刷

い
ん
さ
つ

が
間
に
合
わ

な
い
く
ら
い
、
爆
発

ば
く
は
つ

的
に
売
れ
ま
し
た
。

『
昭
和
文
学
全
集
』が
成
功
し
た
後
も
、『
日
本
絵え

巻
物

ま
き
も
の

全
集
』

『
図ず

説せ
つ

世
界
文ぶ

ん

化
史

か

し

体
系

た
い
け
い

』『
世
界
美び

術
じ
ゅ
つ

全
集
』『
図
説
俳は

い

句く

大

歳さ
い

時
記

じ

き

』『
日
本
近
代
文
学
大
系
』『
日
本
地
名
大
辞じ

典て
ん

』
な

ど
、
源
義
さ
ん
は
、
す
ば
ら
し
い
本
を
た
く
さ
ん
手
が
け
て

い
っ
た
の
で
す
。

源
義
さ
ん
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
物

し
ょ
も
つ

を
出
版
す
る
一
方
で
、

少
年
の
こ
ろ
か
ら
興

き
ょ
う

味み

を
も
っ
て
い
た
俳
句
に
も
力
を
注そ

そ

ぎ

ま
し
た
。

源
義
さ
ん
は
、
神
通
中
学
（
現
在
の
富
山
中
部
高
校
）
に

俳
人

は
い
じ
ん

と
し
て
　
学
者
と
し
て

54源義さんと言葉②：源義さんは、高野山の参道の奥の院にある芭蕉(ばしょう)の句碑「父母の　しきりに恋し　雉子の声」
に心打たれ、自分の随筆集の題名を「雉子の聲」としました。

1981年、水橋郷土史
料館前庭に建てられた
源義さんの句碑

く ひ

（俳句
の石碑

せ き ひ

）には、次のよ
うな文字が刻

きざ

んであり
ます。
「父祖

ふ そ

の地や 蜻
とん

蛉
ぼ

は赤
き身をたるる」
源義さんにとって、蜻
蛉は、ふるさとそのも
のでした。童

どう

謡
よう

「赤と
んぼ」も、大好きな歌
でした。

角
川
源
義

か
ど
か
わ
げ
ん
よ
し

さ
ん
の
よ
う
に
、
言
葉
の
研
究
を
し
た
先せ

ん

輩ぱ
い

に
、
山
田

や

ま

だ

孝
雄

よ

し

お

さ
ん
が
い
ま
す
。

孝
雄
さ
ん
は
、
家
の
都つ

合ご
う

で
、
富
山
県
尋
常

じ
ん
じ
ょ
う

中
学
校

（
現
在
の
富
山
高
校
）を
中
退

ち
ゅ
う
た
い

し
ま
し
た
が
、
自
分
ひ
と

り
で
勉
強
し
、
先
生
の
資し

格か
く

を
取
り
ま
し
た
。

あ
る
日
、
孝
雄
さ
ん
が
、
中
学
で
国
語
の
文
法

ぶ
ん
ぽ
う

を
教

え
て
い
た
と
き
で
す
。

「
先
生
、『
は
』と
い
う
助じ

ょ

詞し

は
、
主
格

し
ゅ
か
く

以い

外が
い

で
も
、
使

う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
…
」

生せ
い

徒と

に
質
問

し
つ
も
ん

さ
れ
た
孝
雄
さ
ん
は
、
返
事
に
つ
ま
り

ま
し
た
。
教
科
書
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま

教
え
て
い
た
か
ら
で
す
。

孝
雄
さ
ん
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
い
ろ
ん
な
本

や
論
文

ろ
ん
ぶ
ん

を
探さ

が

し
て
読
み
ま
し
た
が
、
納
得

な
っ
と
く

で
き
る
説
明

せ
つ
め
い

は
、
と
う
と
う
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
よ
し
、
私
が
こ
の
問
題
に
取
り
組
も
う
」

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
孝
雄
さ
ん
は
、
日
本
語
を
徹て

っ

底
的

て
い
て
き

に
研
究
し
ま
し
た
。
一
生
を
通
じ
て
、
孝
雄
さ
ん

が
書
い
た
論
文
は
３
０
０
余あ

ま

り
、
出
版

し
ゅ
っ
ぱ
ん

し
た
本
の
数
は

70
冊さ

つ

に
も
な
り
ま
し
た
。

こ
の
努ど

力
り
ょ
く

が
認み

と

め
ら
れ
て
、
孝
雄
さ
ん
は
、
文
化
勲く

ん

章し
ょ
う

を
受
章

じ
ゅ
し
ょ
う

し
ま
し
た
。

山や
ま

田だ

孝よ
し

雄お

国
語
学
の
研
究
者

富山市立針原
はり は ら

小学校の運動会では、源義さんの天びん棒
のエピソードにちなんだ「それゆけ! 天びん棒」という
競
きょう

技
ぎ

を行いました。



が
て
実
現

じ
つ
げ
ん

さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
源
義
さ
ん
は
、
学
者
と
し
て
学
問

を
究
め
よ
う
と
す
る
気
持
ち
も
抱
い
て
い
ま

し
た
。
仕
事
を
終
え
た
深
夜
、
一
人
静し

ず

か
に

文
学
研
究
を
続
け
て
い
た
の
で
す
。

１
９
６
１（
昭
和
36
）年
、
源
義
さ
ん
は
、

論
文

ろ
ん
ぶ
ん

「
語
り
物
文
芸

ぶ
ん
げ
い

の
発
生
」
を
発
表
し
て
、

文
学
博は

か

士せ

に
な
り
ま
し
た
。

３
年
後
に
は
、
国
文
学
者
と
し
て
母
校
の

国
学
院
大
学
で
教
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
ほ
か
の
大
学
で
も
若
い
学
生
に
文
学

の
大
切
さ
や
お
も
し
ろ
さ
を
伝つ

た

え
て
い
き
ま

し
た
。

こ
の
よ
う
に
源
義
さ
ん
は
、
一
生
を
通
じ

て
、
日
本
語
や
文
学
に
深
く
関か

か

わ
り
ま
し
た
。

出
版
人
、
俳
人
、
そ
し
て
学
者
と
い
う
三
つ

の
立
場
か
ら
、
美
し
い
響ひ

び

き
を
も
つ
日
本
語

や
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
文
学
に
、
心
か
ら
の

愛
情

あ
い
じ
ょ
う

を
注
ぎ
続
け
た
の
で
し
た
。

富山市立針原小学校5年生のお友達が、源義さんの親せきで、富山県郷土史会会長
の八尾正治さんから、源義さんのお話を聞きました。

2 文化の花を咲かせよう

57ページからは、
誰もやったことのない、
新しい仕事に挑戦した先輩たちを
紹介します。最初は、お金を社会に活かす
ことに注目した安田善次郎さんのお話です。

「
小
学
校
卒
業
の
と
き
、
父
か
ら
『
夢
あ
り
て
楽
し
』
と

書
か
れ
た
色
紙
を
贈お

く

ら
れ
ま
し
た
。
私
の
心
の
中
に
は
、

今
で
も
こ
の
言
葉
が
生
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
の
記き

憶お
く

に
あ
る
父
は
、
机

つ
く
え

に
向
か
い
、
本
を
読
ん
で
い
る
後
ろ

姿す
が
た

の
父
で
す
。
本
に
熱
中

ね
っ
ち
ゅ
う

し
た
ら
本
だ
け
。
そ
の
一
点
集

中
型が

た

に
は
、
い
つ
も
感
嘆

か
ん
た
ん

し
て
い
ま
し
た
」

と
、
源
義
さ
ん
の
長
女
で
あ
る
辺へ

ん

見み

じ
ゅ
ん
さ
ん
（
作

家
・
歌
人
）
は
、
源
義
さ
ん
の
こ
と
を
話
し
て
い
ま
す
。

源
義
さ
ん
の
お
も
か
げ

通
っ
て
い
た
こ
ろ
、
俳
句
と
出
会
い
ま
し
た
。

源
義
さ
ん
の
生
ま
れ
育
っ
た
水
橋
は
、
も
と
も
と
俳
句
が

さ
か
ん
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
源
義
さ
ん
は
、
校
友
会か

い

誌し

に

「
俳
人
一い

っ

茶さ

の
生
涯

し
ょ
う
が
い

」を
執
筆

し
っ
ぴ
つ

し
た
り
、
俳
誌
に
投
稿

と
う
こ
う

し
た
り

す
る
な
ど
、
俳
句
に
夢む

中
ち
ゅ
う

に
な
り
ま
し
た
。

若
い
こ
ろ
は
俳
句
で
身
を
た
て
よ
う
と
考
え
た
こ
と
も
あ

っ
た
ほ
ど
で
す
。

そ
ん
な
源
義
さ
ん
は
、
１
９
５
８（
昭
和
33
）年
に
、
俳
誌

「
河か

わ

」を
創
刊

そ
う
か
ん

し
て
、
俳
句
の
世
界
に
活
気
を
も
た
ら
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
今
ま
で
に
作
っ
た
俳
句
を
本
に
ま
と
め
た
り
、

い
ろ
い
ろ
な
俳
人
と
交
際

こ
う
さ
い

し
た
り
し
て
、
俳
句
の
研
究
を
続

け
ま
し
た
。

源
義
さ
ん
は
、
出
版
社
を
お
こ
し
て
日
本
の
文
化
を
も
り

立
て
る
と
い
う
目
標

も
く
ひ
ょ
う

と
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
抱い

だ

い
て
い
た

夢
の
両
方
を
達
成

た
っ
せ
い

し
た
の
で
す
。

源
義
さ
ん
の
俳
句
に
対
す
る
情
熱

じ
ょ
う
ね
つ

は
だ
ん
だ
ん
高
ま
っ
て

い
き
、
俳
句
文
学
館
を
建
設

け
ん
せ
つ

し
た
い
と
い
う
夢
を
も
つ
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
夢
は
、
源
義
さ
ん
が
亡な

く
な
っ
た
あ

と
も
、
志

こ
こ
ろ
ざ
し

を
同
じ
く
す
る
人
々
に
よ
っ
て
受
け
継つ

が
れ
、
や


