


45 平成29（2017）年▪6月平成29（2017）年▪6月

　上京してすぐに知り合った高村光太郎の勧めで、

岸田劉生に自画像を見せに行く。自画像を見た岸田

は大変に褒めたが、その時目にした制作中の『麗子

像』を見て驚嘆する。

　『あいつには一生かかってもかなわない』。高田は

画家になることを断念した。

自画像

　渡仏する直前、親友である詩人の高
たか

橋
はし

元
もと

吉
きち

に「お

前色紙を一枚書け。フランスへ持ってゆく」といっ

て書いてもらった色紙。「思ひわび　けふもみあげ

る　雲のなかの　いちばん高い雲」

　フランスでは何度も転居しているが、高田はこ

の色紙を常にアトリエや書斎に飾っていた。

詩人　高橋元吉の色紙

　渡仏してすぐマルセル・マルチネからアランを紹介されてその後親しく交友する

ようになる。アランの著作である「芸術論」の普及版に「今日、僕たちが話したこと

を書こう」といって書いたもの。『物象なしには思考しない。（略）行動なしには絶対に

思考しないことなのである』この言葉は高田に大きな影響を与えた。

SYSTÈME DES BEAUX-ARTS（芸術論）

　幸福な運命により、あなたと同じ道に就けた。できる限り

あなたに近づきたい。高田はルオーを慕っていた。

　日本への帰国直前、年老いたルオーに会いに行く。「もう会

えないだろう」と感じた高田の手をルオーは両手で包むよう

にして離さない。そしてまぶたを閉じたまま微笑んだ眼に涙

が光っているのが見えた。

ジョルジュ・ルオーとの別れ

アラン 芸術論の1頁目にTakataと
ある

若き日の高田（左）と自画像（右）

ジョルジュ・ルオーの彫刻
（高田作）

ロマン・ロラン邸で仕事中の高田
（1932年）

ロマン・ロラン

　（
略
）
ガ
ン
ジ
ー
が
次
の
日
曜

日
に
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
に
や
っ
て
き

て
、
12
月
11
日
金
曜
日
の
晩
ま
で

滞
在
し
ま
す
。
彼
と
そ
の
イ
ン
ド

人
の
供
の
者
た
ち
の
た
め
に
、
私

が
持
っ
て
い
る
二
つ
の
別
荘
の
一

つ
を
彼
ら
に
使
っ
て
も
ら
う
こ
と

に
し
ま
し
た
。
私
は
、
た
ぶ
ん
あ

な
た
な
ら
、
ガ
ン
ジ
ー
に
出
会
っ

て
彼
の
ク
ロ
ッ
キ
ー
を
幾
つ
か
描

く
こ
と
が
で
き
た
ら
う
れ
し
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　
つ
い
て
は
こ
の
封
筒
の
中
に
百

フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
三
枚
を
入

れ
て
お
き
ま
す
。（
略
）
そ
の
間

5
・
6
日
間
の
あ
な
た
の
出
費
は

私
が
引
き
受
け
ま
す
。（
略
）
た

だ
し
良
い
で
す
か
、
パ
リ
で
は
誰

に
も
こ
の
こ
と
は
話
さ
な
い
で
く

だ
さ
い
。（
略
）　

　
近
い
う
ち
に
あ
な
た
と
握
手
で

き
ま
す
よ
う
に
。

心
よ
り
　
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

　
私
は
今
朝
あ
な
た
か
ら
届
い
た

手
紙
に
感
激
の
あ
ま
り
、
私
に
対

す
る
あ
な
た
の
配
慮
に
ど
の
よ
う

に
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
た
ら
良

い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ガ
ン

ジ
ー
に
会
え
る
と
は
、
な
ん
と
い

う
喜
び
で
し
ょ
う
。
心
底
感
動
し

て
し
ま
い
ま
す
。（
略
）

　
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
様
、
間
も
な

く
お
会
い
で
き
る
こ
と
を
う
れ
し

く
思
い
つ
つ
、
深
甚
の
感
激
の
た

め
に
む
し
ろ
重
苦
し
い
気
持
ち
で

こ
の
筆
を
お
き
ま
す
。

親
愛
の
情
と
共
に
心
よ
り

高
田
博
厚

親
愛
な
る
高
田
へ

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
先
生

高
たか

橋
はし

　純
あつし

さん

　国立大学法人小樽商科大学名誉教授。フランス文
学者。ロマン・ロランの死後、パリのフランス国立
図書館に遺族が寄贈した「ロマン・ロラン寄贈資料」
を閲覧し、ロランと高田博厚の間で交わされた複数
の書簡や日記から当時ロランが高田を高く評価して
いたことなどを発見した。2016（平成28）年にフラ
ンスで開催された「ロマン・ロラン生誕150周年記
念国際シンポジウム」には日本人で唯一招待され、
ロランと高田の往復書簡の発見について報告した。

※ロマン・ロラン
1866年～1944年
フランスの作家
1915年にノーベル文学賞を受賞
主著「ジャン・クリストフ」

※高橋元吉（たかはし もときち）
1893年～1965年
詩人、書店煥

かん

乎
こ

堂
どう

社長

※ジョルジュ・ルオー
1871年～1958年
フランスの画家
代表作「キリストの顔」

※アラン
1868年～1951年
フランスの哲学者、評論家
主著「幸福論」

※岸田劉生（きしだ りゅうせい）
1891年～1929年
洋画家

ロランから高田宛ての手紙冒頭部分

　高橋名誉教授の発見した手紙の内容から、ロマン・

ロランが高田に自身の肖像彫刻を作ってほしい旨依頼

したことや、片
かた

山
やま

敏
とし

彦
ひこ

の妻が亡くなった際にロランに

見舞状を書くようお願いしたりと、親密なやりとりが

されていたことを読み取ることができます。

　中でもロマン・ロランのもとをガンジーが訪ねる際

に、ロランが高田にだけクロッキー（速写画）でも描い

たらどうかと旅費まで入れて送ったという手紙（上）と

それに対する高田の返事（下）を紹介します。

高田（左）と高橋元吉（右） 色紙

ロマン・ロランと高田の往復書簡

様々な出会い

Correspondance
Rencontres※片山敏彦（かたやま　としひこ）

1898年～1961年
詩人、文学研究者
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高
田
の
思
い
出

U
ne prom

enade de la pensée

　
高
田
博
厚
さ
ん
と
の
出
会
い
は
、

1
9
7
3（
昭
和
₄₈
）年
に
岩
手
日
報

社
で
開
催
し
た
彫
刻
家﹃
ザ
ッ
キ
ン

大
回
顧
展
﹄の
記
念
講
演
会
に
講
師

と
し
て
お
迎
え
し
た
と
き
で
、
そ
れ

以
来
亡
く
な
ら
れ
る
ま
で
お
付
き
合

い
い
た
だ
き
、
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ

こ
と
が
で
き
た
と
感
謝
し
て
い
ま

す
。

　
当
時
毎
年
の
よ
う
に
開
催
さ
れ
て

い
た﹁
高
田
博
厚
展
﹂や﹁
一
元
会
展
﹂

の
た
め
に
、
よ
く
盛
岡
へ
お
越
し
に

な
り
、
地
元
の
美
術
愛
好
家
ら
と
、

お
酒
を
飲
み
な
が
ら
芸
術
談
義
を
し

て
い
た
だ
き
、
実
に
楽
し
い
ひ
と
と

き
を
過
ご
し
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。

そ
ば
好
き
で
、
よ
く
郷
里
福
井
の

﹁
お
ろ
し
そ
ば
﹂を
自
慢
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
盛
岡
で
は
い
つ
も
同
じ
老
舗

そ
ば
屋
で﹃
こ
こ
の
わ
ん
こ
そ
ば
は

精
神
的
な
味
が
す
る
﹄と
称
賛
し
て
、

一
緒
に
わ
ん
こ
そ
ば
を
食
べ
た
こ
と

を
懐
か
し
く
思
い
出
し
ま
す
。

　
盛
岡
市
役
所
に
あ
る
高
田
彫
刻

﹁
新
渡
戸
稲
造
﹂は
、
設
置
し
た
当
時

ロ
ダ
ン
の﹁
バ
ル
ザ
ッ
ク
像
﹂同
様
似

て
い
な
い
と
盛
岡
で
論
争
に
な
り
ま

し
た
。
東
松
山
市
に
も
あ
る
そ
う
で

す
が
、
私
は
苦
悩
す
る
新
渡
戸
の
精

神
性
を
見
事
に
造
形
化
し﹃
内
部
か

ら
語
り
か
け
て
く
る
﹄肖
像
彫
刻
の

傑
作
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

中
なか

村
むら

光
みつ

紀
のり

さん

精
神
性
を
造
形
化

大
おお

野
の

慶
よし

子
こ

さん

　
前
橋
市
に
あ
る
書
店
の
煥か
ん

乎こ

堂ど
う

で
、
文
芸
講
座
や
絵
画
・
彫
刻
作
品

の
企
画
展
示
を
手
掛
け
て
い
た
私

は
、
当
時
よ
く
高
田
博
厚
さ
ん
の
ア

ト
リ
エ
を
訪
ね
て
い
ま
し
た
。
連
れ

だ
っ
て
鎌
倉
の
繁
華
街
に
食
事
に
出

か
け
た
折
な
ど
、
様
々
な
出
来
事
が

あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

　
中
で
も
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る

の
は
、
宮
澤
賢
治
の
首
を
作
っ
て
い

る
高
田
さ
ん
を
見
た
時
で
し
た
。
賢

治
と
直
接
の
面
識
が
な
か
っ
た
高
田

さ
ん
は
、
イ
ー
ゼ
ル
に
立
て
か
け
た

キ
ャ
ン
バ
ス
に
賢
治
の
幼
少
期
や
青

年
期
の
い
ろ
い
ろ
な
角
度
の
写
真
を

貼
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
賢
治
の

全
集
や
単
行
本
な
ど
、
当
時
手
に
入

る
限
り
の
書
籍
が
机
に
積
ん
で
あ

り
、
高
田
さ
ん
は
そ
の
全
て
に
目
を

通
し
て
い
た
様
子
で
し
た
。

　﹁
東
北
人
は
顔
が
の
っ
ぺ
り
し
て

い
て
難
し
い
ん
だ
よ
な
﹂
な
ん
て

言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
表
面

的
な
顔
を
作
っ
て
い
る
の
で
は
な

か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
一
つ
の

彫
刻
作
品
を
制
作
す
る
た
め
に
、
一

人
の
人
間
の
精
神
ま
で
徹
底
的
に
調

べ
上
げ
て
し
ま
う
。
ま
さ
に
高
田
さ

ん
の
肖
像
彫
刻
は
、
人
間
の
内
面
を

描
き
出
そ
う
と
し
た
作
品
な
ん
だ
な

と
感
動
し
た
こ
と
を
今
で
も
よ
く
覚

え
て
い
ま
す
。

　
高
田
博
厚
と
大お
お

野の

常つ
ね（
義
母
）が
再

婚
し
た
と
き
、
す
で
に
私
は
大
野
家

に
嫁
い
で
い
ま
し
た
。
義
理
の
父
と

な
る
高
田
に
は﹁
よ
し
こ
﹂が
な
ま
っ

て﹁
ヨ
ー
コ
﹂と
呼
ば
れ
、
と
っ
て
も

可
愛
が
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
高
田

は
、
毎
日
朝
か
ら
夕
方
ま
で
ア
ト
リ

エ
に
こ
も
り
、
仕
事
を
欠
か
さ
な
い

人
で
し
た
。
怖
い
く
ら
い
集
中
し
て

粘
土
を
い
じ
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず﹁
ご
飯
で
す
よ
﹂と
声
を
か
け
る

と﹁
は
い
よ
ー
﹂と
す
ぐ
に
手
の
泥
を

洗
い
落
と
し
て
食
卓
に
つ
い
て
く
れ

る
、
そ
ん
な
人
で
し
た
。

　
母
を
連
れ
て
フ
ラ
ン
ス
旅
行
に
出

か
け
る
際﹁
粘
土
が
乾
か
な
い
よ
う

濡
れ
た
布
を
換
え
て
お
く
れ
﹂と
造

り
か
け
の
彫
刻
作
品
の
養
生
を
頼
ま

れ
ま
し
た
。
毎
日
ア
ト
リ
エ
に
出
か

け
て
、
言
わ
れ
た
と
お
り
に
作
品
に

濡
ら
し
た
布
を
か
ぶ
せ
て
い
ま
し
た

が
、
絞
り
方
が
甘
か
っ
た
ん
で
し
ょ

う
か
。
数
日
後
、
い
つ
も
の
よ
う
に

ア
ト
リ
エ
を
訪
れ
て
び
っ
く
り
、
1

か
月
く
ら
い
か
け
て
制
作
し
て
い
た

宮
澤
賢
治
の
像
が
崩
れ
て
彫
刻
台
か

ら
下
に
落
ち
て
い
ま
し
た
。
フ
ラ
ン

ス
は
夜
中
の
時
間
で
し
た
が
、
あ
わ

て
て
電
話
す
る
と﹁
大
丈
夫
。
彼
の

イ
メ
ー
ジ
は
で
き
て
る
か
ら
、
帰
れ

ば
す
ぐ
に
作
れ
る
よ
﹂と
少
し
も
怒

ら
ず
、
帰
国
す
る
と
あ
っ
と
い
う
間

に
賢
治
の
像
を
復
元
し
た
の
に
は
、

本
当
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

岡
おか

田
だ

芳
よし

保
やす

さん

わんこそばをすする高田（左は弟子沖村氏）

宮澤賢治像をつくる高田

sculptures
H.TAKATA＝高田博厚作品集
編集　座右宝刊行会

宮澤賢治 新渡戸稲造

人
間
の
内
面
を
表
現

義
父
、
高
田
博
厚

神奈川県鎌倉市にあるアトリエ

　神奈川県鎌倉市に今も残されている
高田のアトリエの管理者。高田の妻・
常は義理の母にあたる。

　元岩手日報社記者。定年退職後に岩
手大学芸術文化講師、もりおか啄木・
賢治青春館館長などを経て、現在は萬
鉄五郎記念美術館館長。

　前橋の書店、煥乎堂の元常務、群馬
県立図書館と県立土屋文明記念文学館
の館長を一度に務め、現在は詩人・書
家「住谷夢幻」として作家活動中。
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