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第
一
章
》　

高
村
光
太
郎
の
家
系　

―
文
学
的
な
血
を
中
心
と
し
て
―

　
　
　
　

二

　

光
太
郎
に
と
っ
て
父
の
存
在
は
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。「
出

さ
ず
に
し
ま
っ
た
手
紙
の
一
束
」（
明
43
・
７
）、「
子
供
の
頃
」（
昭
20
・
２
）「
父

と
の
関
係
」（
昭
29
・
５
）
な
ど
に
書
か
れ
る
幼
い
日
の
回
想
は
言
う
に
及
ば
ず
。

詩
「
父
の
顔
」（
明
44
・
７
）
や
「
暗
愚
小
伝
」（
昭
22
・
６
）
の
中
の
「
反
逆
」、「
楠

公
銅
像
」、「
御
前
彫
刻
」、「
彫
刻
一
途
」
な
ど
に
も
光
太
郎
の
中
の
父
が
登
場

す
る
。
彫
刻
に
も
、
光
雲
の
弟
子
達
か
ら
せ
が
ま
れ
て
作
ら
さ
れ
た
「
光
雲
還

暦
記
念
像
」（
明
44
）
や
「
光
雲
一
周
忌
記
念
像
」（
昭
10
）
な
ど
が
あ
る
。
光

太
郎
の
父
に
対
す
る
心
の
中
の
思
い
も
様
々
な
形
と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
。
詩

の
「注
１父
の
顔
」
に
は

　
　

父
の
顔
を
粘
土
に
て
作
れ
ば

　
　

か
は
た
れ
時
の
窓
の
下
に

　
　

父
の
顔
の
悲
し
く
さ
び
し
や

　
　
　
（
中
略
）

　
　

父
の
顔
を
粘
土
に
て
作
れ
ば

　
　

か
は
た
れ
時
の
窓
の
下
に

　
　

あ
や
し
き
血
す
ぢ
の
さ
さ
や
く
声
…
…

と
あ
る
。
引
用
し
た
部
分
は
、最
初
の
一
段
と
最
後
の
一
段
で
あ
る
。
こ
の
「
父

の
顔
」
は
明
治
四
十
四
年
に
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
留
学
後
に
作
ら
れ
た
「
光

雲
還
暦
記
念
像
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
自
ら
が
作
っ
た
父
の
顔
に
つ
い
て

の
詩
で
あ
る
が
、
そ
の
詩
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
か
な
り
深
い
部
分
に
あ
る
と

見
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

　
「
父
の
顔
」
に
つ
い
て
吉
本
隆
明
氏
の
『注
２高

村
光
太
郎
』
の
中
に

　
　

�　

高
村
光
太
郎
に
と
っ
て
父
光
雲
は
血
縁
の
あ
る
父
で
あ
る
と
と
も
に
、

芸
術
の
世
界
で
西
欧
か
ら
み
ら
れ
た
日
本
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
西
欧

社
会
か
ら
み
ら
れ
た
日
本
社
会
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
っ
た
。

　
　

�　

詩
「
父
の
顔
」
は
、
血
縁
の
父
の
顔
の
皺
に
い
た
る
ま
で
凝
視
し
て
、

そ
こ
に
過
去
の
痛
ま
し
い
労
苦
の
歴
史
を
み
る
と
と
も
に
、
父
の
顔
に
刻

ま
れ
た
労
苦
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
薄
暗
い
封
建
制
の
向
か
ら
や
っ

て
き
た
明
治
社
会
の
歴
史
を
も
み
て
い
る
。
そ
し
て
、自
己
の「
老
い
さ
き
」

部

動

告

活

報

教

研

・

材

究

お
い
か
わ
あ
つ
し
：
国
語
科
教
諭
、
書
道
部
顧
問
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程
度
光
太
郎
は
認
め
て
い
た
し
、
そ
の
職
人
的
な
父
の
存
在
も
全
く
は
否
定
し

て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
光
太
郎
に
と
っ
て
、
物
を
作
り
だ
す
時
の

そ
の
人
物
の
意
識
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
っ
た
と
思
う
。
光
太
郎
の
言
葉
で
言

え
ば
「注
５

生ラ
ヴ
ィ命
」
を
内
に
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ

た
も
の
を
作
品
の
内
に
持
た
せ
る
た
め
に
は
普
段
か
ら
作
り
出
す
側
の
意
識
の

高
さ
が
重
要
で
あ
る
。

　
　
「注
６芸

術
鑑
賞
そ
の
他
」（
大
８
・
11
）
に
は

　
　

�　

芸
術
の
鑑
賞
が
あ
ま
り
特
別
扱
ひ
さ
れ
て
ゐ
る
間
は
本
当
の
芸
術
が
本

当
の
位
置
に
立
つ
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
芸
術
家
の
心
を
心
と
す
る
事
が
万

人
の
喜
び
と
な
る
時
が
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
生
活
の
煎
じ
つ

め
た
結
着
の
も
の
が
芸
術
の
中
に
あ
る
事
を
人
が
皆
承
知
す
る
時
が
来
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
あ
り
、
こ
の
文
章
の
後
に
は

　
　

�　

今
日
の
一
般
人
の
精
神
生
活
が
も
つ
と
強
く
、
活
発
に
、
微
妙
に
な
つ

て
ゆ
か
な
く
て
は
困
る
。
む
し
ろ
も
つ
と
精
神
生
活
を
持
つ
様
に
な
ら
な

く
て
は
困
る
。

と
あ
る
。
今
ま
で
の
日
本
に
は
な
か
っ
た
角
度
か
ら
の
光
太
郎
の
切
り
込
み
は

決
し
て
日
本
人
の
芸
術
に
お
け
る
質
の
高
低
な
ど
で
は
な
く
、
因
習
に
囚
わ
れ

る
従
来
の
物
の
考
え
方
か
ら
の
脱
却
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
目
を
開
か
せ

る
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
重
大
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
北
川
太
一
氏
は
「
父
の
顔
」

に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い注
７

る
。

　

�　

恐
ら
く
そ
の
で
き
上
が
っ
た
作
品
に
対
座
し
、
ひ
そ
か
に
自
己
の
生
来
を

顧
み
、
深
く
自
己
を
限
定
す
る
資
質
に
思
い
を
ひ
そ
め
、
来
る
べ
き
生
涯
へ

も
、
や
が
て
そ
こ
に
没
し
て
父
と
お
な
じ
命
運
を
た
ど
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
恐
れ
も
表
現
し
て
い
る
。

と
す
る
こ
の
言
葉
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
光
雲
と
光
太
郎
を
考
え
る
上
で
よ

く
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
光
太
郎
に
と
っ
て
日
本
と
い
う
も
の
が
具
象

化
さ
れ
た
姿
、
芸
術
家
と
い
う
、
光
太
郎
が
留
学
先
の
パ
リ
で
見
た
そ
れ
で
は

な
く
、
光
雲
は
木
彫
り
職
人
と
い
う
日
本
の
存
在
を
そ
の
ま
ま
象
っ
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
光
太
郎
は
パ
リ
の
芸
術
家
に
対
す
る
職
人
と
し
て
の
父
や
日

本
を
低
く
見
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
出
注
３

さ
ず
に
し
ま
っ
た
手
紙
の

一
束
」
の

　
　

�　

僕
に
は
又
白
色
人
種
が
解
き
尽
さ
れ
な
い
謎
で
あ
る
。
僕
に
は
彼
ら
の

手
の
微
動
す
ら
了
解
す
る
事
は
出
来
な
い
。

と
あ
る
の
は
、
彼
が
ど
れ
ほ
ど
芸
術
家
の
存
在
に
あ
こ
が
れ
、
西
欧
の
よ
う
な

ハ
イ
ク
ラ
ス
の
社
会
を
夢
に
見
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
適
わ
ぬ
こ
と
で

あ
り
、
果
た
す
こ
と
が
困
難
な
こ
と
を
意
味
し
、
彼
が
江
戸
の
、「
昔
か
ら
の

伝
統
を
継
ぐ
彫
り
物
師
の
息
子
で
あ
り
、
極
東
に
あ
る
島
国
の
人
間
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
否
定
し
き
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と

は
光
太
郎
自
身
が
一
番
知
っ
て
い
る
こ
と
な
の
に
、
な
ぜ
光
太
郎
は
自
身
が
分

か
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
え
て
語
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

光
太
郎
が
感
じ
た
疑
問
と
は
文
化
の
異
質
さ
で
は
な
い
。
詩
「
根
付
の
国
」

（
大
３
・
10
）「
の
つ
ぽ
の
奴
は
黙
つ
て
ゐ
る
」（
昭
５
・
８
）
に
表
さ
れ
て
い
る

父
の
持
つ
そ
の
「
典
型
的
な
職
人
」
の
気
質
で
あ
り
、
人
柄
な
の
で
あ
る
。
光

太
郎
は
「注
４父

と
の
関
係
」
の
中
で
「
職
人
と
し
て
の
美
質
と
弱
点
を
備
へ
て
ゐ

た
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彫
り
物
師
と
し
て
の
父
光
雲
の
技
術
は
、
あ
る
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青
年
時
代
は
俳
句
を
作
っ
て
新
聞
や
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
投
稿
、
与
謝
野
鉄
幹

の
新
詩
社
に
入
り
、『
明
星
』
に
篁
砕
雨
の
名
で
短
歌
を
発
表
し
た
り
、
友
人
の

水
野
葉
舟
に
書
を
習
っ
た
り
と
幼
い
彼
を
取
り
巻
い
て
い
た
「
彫
刻
の
環
境
は
、

文
学
の
幅
広
い
環
境
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

が
光
太
郎
の
文
学
的
な
も
の
を
芽
生
え
さ
せ
た
の
で
は
な
く
、
文
学
的
な
見
方

を
増
し
て
い
く
ス
テ
ッ
プ
で
し
か
な
い
。
高
村
に
は
初
め
か
ら
文
学
的
な
も
の

を
見
分
け
、
自
分
の
内
に
取
り
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
彼
が

文
学
的
な
も
の
を
選
択
し
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
彼
の
血
の
中
に
あ
る
も
の

が
、
彼
に
そ
れ
を
選
び
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
す
ぎ
」
の
血
で
あ
り
、

姉「
さ
く
」の
存
在
と
し
て
の
血
な
の
で
あ
る
。
北
川
太
一
氏
は「
す
ぎ
」と「
さ

く
」
の
光
太
郎
に
及
ぼ
し
た
影
響
と
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　

�　

十
六
歳
で
な
く
な
っ
た
光
太
郎
の
姉
咲
な
ど
は
そ
の
し
つ
け
で
幼
児
か

ら
学
問
を
好
み
、
祖
母
に
ま
ね
て
百
人
一
首
を
記
憶
し
た
こ
と
が
伝
え
ら

れ
て
い
る
が
、
祖
母
の
影
響
は
、
尊
敬
し
て
い
た
こ
の
姉
を
通
じ
て
、
光

太
郎
に
及
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
知
ら
れ
て
い
る
範
囲
で
、
文
芸
に
か
か
わ
り

を
持
っ
た
の
は
祖
母
一
人
で
あ
り
。
兼
松
を
感
化
し
た
と
い
う
祖
母
か
ら

の
よ
き
遺
伝
は
光
太
郎
に
と
っ
て
無
視
し
得
な
い
。
こ
の
香
具
師
の
頭
の

家
に
祖
母
の
持
ち
込
ん
だ
あ
る
高
貴
な
も
の
へ
の
志
向
は
重
要
で
あ
る
。

　

先
程
も
述
べ
た
が
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
文
芸
に
関
わ
り
を

持
っ
た
血
が
、
文
学
的
興
味
を
引
き
起
こ
し
や
が
て
は
、
日
本
の
象
徴
と
し
て

の
父
光
雲
と
の
関
係
に
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
光
太
郎
の
中
に
流

れ
る
彫
刻
家
と
し
て
の
造
形
の
血
と
祖
母
か
ら
姉
を
通
じ
て
得
た
高
貴
な
も
の

を
感
ず
る
血
の
葛
藤
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
運
命
と
し
か
い
い
よ

の
あ
る
予
感
を
も
こ
め
て
書
き
つ
づ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
時
、

光
太
郎
は
最
も
失
意
の
底
に
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
北
川
氏
は
こ
う
も
言
う
。

　
　

�　

西
欧
で
得
た
と
信
ず
る
近
代
の
人
間
と
し
て
の
自
覚
と
、
己
の
出
生
の

規
制
す
る
も
の
と
の
相
反
と
親
和
と
。
光
太
郎
の
中
で
必
ず
し
も
優
れ
て

い
る
と
は
言
え
な
い
こ
の
詩
に
は
、
生
涯
を
貫
く
重
大
な
テ
ー
マ
が
歌
わ

れ
、
か
つ
予
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

光
太
郎
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
留
学
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ

う
。「注
８今
考
へ
る
と
、
僕
を
外
国
に
寄
来
し
た
の
は
親
爺
の
一
生
の
誤
り
だ
っ

た
。」
と
い
う
光
太
郎
の
言
葉
か
ら
も
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

単
な
る
き
っ
か
け
に
過
ぎ
な
い
と
私
は
見
て
い
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
彼
の
中

に
彫
り
物
師
の
家
か
ら
は
生
ま
れ
る
筈
の
な
い
、
違
う
目
を
持
っ
た
異
質
な
何

か
が
あ
る
に
違
い
な
い
の
だ
。
光
太
郎
が
「
祖
母
か
ら
の
遺
伝
か
も
し
れ
な
い
」

と
感
じ
て
い
る
そ
の
文
学
的
な
見
方
そ
の
も
の
が
、
こ
の
父
と
の
関
係
を
作
り

出
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
請
川
利
夫
氏
は
こ
う
語
っ
て
い注
９

る
。

　
　

�　

光
雲
は
殆
ど
本
な
ど
も
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
美
術
学
校
教
授
と

い
う
役
に
つ
い
て
か
ら
父
は
父
な
り
に
必
要
に
迫
ら
れ
て
勉
強
し
て
い
た

よ
う
で
写
本
な
ど
か
ら
も
、
そ
の
様
子
が
伺
わ
れ
る
と
云
っ
て
い
る
。
以

上
の
よ
う
に
職
人
上
り
の
父
親
と
光
太
郎
の
間
に
は
知
的
意
味
で
の
交
流

と
云
う
べ
き
関
係
は
全
く
な
い
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

そ
の
た
め
に
光
太
郎
は
、
そ
の
文
学
的
要
素
を
い
ろ
い
ろ
な
物
に
よ
っ
て
導

き
出
す
こ
と
に
な
る
。
少
年
時
代
か
ら
本
が
好
き
で
書
物
を
読
み
ふ
け
っ
た
り
、

注
10

注
11



国学院高等学校『外苑春秋』第 12 号　2022 年高村光太郎の書 4

う
の
な
い
こ
れ
ら
の
血
の
出
会
い
と
葛
藤
を
光
太
郎
は
直
感
で
見
極
め
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
「
父
の
顔
」
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
あ
や
し
き
血
す

ぢ
の
さ
さ
や
く
声
…
…
」に
象
徴
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。（「
三
」に
つ
づ
く
）

注
１　
「
父
の
顔
」（「
ス
バ
ル
」　

明
44
・
８
）

注�

２　

吉
本
隆
明
「
高
村
光
太
郎
」（『
現
代
日
本
文
学
講
座
11　

詩
』
三
省
堂　

昭

37
・
12
）
引
用
は
『
高
村
光
太
郎
』
講
談
社　
（
平
成
３
・
２
）
に
拠
る

注
３　
「
出
さ
ず
に
し
ま
つ
た
手
紙
の
一
束
」（「
ス
バ
ル
」　

明
43
・
７
）

注
４　
「
父
と
の
関
係
」（「
新
潮
」　

昭
29
・
５
）

注�

５　

高
村
の
著
作
に
多
く
見
ら
れ
る
語
で
、
高
村
が
芸
術
を
考
え
る
と
き
根
本
に
置

い
て
い
た
言
葉
と
み
ら
れ
る
。「
生
命
」「
ラ
ヴ
ィ
」・「
生ラ
ヰ
ィ

」・「
生い
の
ち

」
と
様
々
だ
が
、

本
論
で
は
「
生ラ
ヴ
ィ命

」
と
し
た
。

注
６　
「
芸
術
鑑
賞
そ
の
他
」（
大
８
・
11
）

注
７　

北
川
太
一
『
高
村
光
太
郎
』
ア
ム
リ
タ
書
房
・
星
雲
社
（
昭
58
・
４
）

注
８　

同
注
３
参
照

注�

９　

請
川
利
夫
「
光
太
郎
氏
に
み
ら
れ
る
『
家
』
の
影
響
―
特
に
父
光
雲
と
の
関
係

―
」（『
高
村
光
太
郎
論
』
所
収　

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー　

昭
和
44
・
４
）

注�

10　

水
野
葉
舟
（
一
八
八
三
年
４
月
９
日
～
一
九
四
七
年
２
月
２
日
）
詩
人
、歌
人
、

小
説
家
、
心
霊
現
象
研
究
者
。
本
名
、
盈み
ち

太た

郎ろ
う

別
号
蝶
郎
。
新
詩
社
に
入
り
、
詩
文

集
『
あ
ら
ら
ぎ
』
窪
田
空
穂
と
の
合
著
歌
集
『
明
暗
』
で
登
場
。

　

光
太
郎
と
も
知
り
合
い
で
終
生
の
友
で
あ
っ
た
。

注
11　

同
注
７
参
照


