
■
幼
少
期
〜
出
征
ま
で

　

香
月
泰
男
は
、
１
９
１
１
年
（
明
治
44

年
）
10
月
25
日
、
旧
大
津
郡
三
隅
村
久
原

（
今
の
長
門
市
三
隅
下
）
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
幼
く
し
て
両
親
と
離
別
し
、一
人
息

子
の
香
月
は
祖
父
母
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ

ま
し
た
。

　

香
月
は
幼
少
時
か
ら
将
来
は
画
家
に
な

る
こ
と
を
心
に
決
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、

ク
レ
ヨ
ン
や
水
彩
絵
の
具
に
親
し
み
、
そ

し
て
油
絵
に
も
興
味
を
持
ち
ま
す
。
し
か

し
、
油
絵
を
描
く
道
具
は
高
価
で
簡
単
に

は
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、
旧
制
大
津
中
学
校
在
学
中
に
、
津

和
野
に
住
ん
で
い
た
生
母
に
宛
て
て
手
紙

を
書
き
、
油
絵
の
道
具
を
買
っ
て
も
ら
う

こ
と
に
し
た
の
で
す
。
そ
う
し
て
母
親
か

ら
贈
ら
れ
て
き
た
絵
の
具
箱
を
、
画
伯
は

生
涯
大
切
に
し
ま
し
た
。

　

中
学
校
卒
業
後
は
、
２
年
浪
人
の
後
東

京
美
術
学
校
（
今
の
東
京
藝
術
大
学
）
西

洋
画
科
に
入
学
し
ま
す
。
在
学
中
か
ら
、

画
家
・
梅
原
龍
三
郎
の
主
宰
す
る
「
国
画

会
」
に
出
品
を
始
め
、
１
９
３
４
年
（
昭

和
９
年
）
に
『
雪
降
り
の
山
陰
風
景
』
で

初
入
選
を
果
た
し
ま
す
（
※
下
写
真
）。

卒
業
後
は
、
北
海
道
の
中
学
校
に
１
年
半

ほ
ど
勤
め
た
後
山
口
県
に
帰
り
、
下
関
市

の
旧
下
関
高
等
女
学
校
（
今
の
山
口
県
立

下
関
南
高
等
学
校
）
に
美
術
教
師
と
し
て

勤
務
し
ま
し
た
。

　

１
９
３
９
年
（
昭
和
14
年
）
に
は
、『
兎
』

で
第
３
回
文
部
省
美
術
展
覧
会
の
特
選
を

受
賞
し
、
そ
の
前
年
に
結
婚
し
た
婦
美
子

夫
人
と
の
間
に
子
ど
も
も
誕
生
し
ま
す
。

画
伯
は
家
庭
を
持
ち
父
親
と
な
り
、
ま
た

画
家
と
し
て
も
順
調
な
道
の
り
を
歩
み
始

め
、
創
作
活
動
へ
の
意
欲
を
燃
や
し
て
い

た
の
で
す
。

■
出
征
〜
シ
ベ
リ
ア
抑
留

　

し
か
し
、
時
代
は
戦
争
の
真
只
中
に
あ

り
ま
し
た
。
香
月
に
も
召
集
令
状
が
届

き
、
１
９
４
３
年
（
昭
和
18
年
）
４
月
に

下
関
か
ら
朝
鮮
半
島
に
渡
り
ま
す
。
駐
屯

先
は
、
旧
満
州
の
ソ
連
と
の
国
境
に
近
い

ハ
イ
ラ
ル
と
い
う
街
で
、
母
か
ら
贈
ら
れ

た
絵
の
具
箱
を
携
え
て
い
ま
し
た
。
配
属

先
は
兵
舎
な
ど
の
修
繕
を
行
う
係
で
、
任

務
の
合
間
に
は
油
絵
を
描
く
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
香
月
は
ハ
イ
ラ
ル
に
滞
在
す
る

間
、
頻
繁
に
軍
事
郵
便
は
が
き
（
ハ
イ
ラ

ル
通
信
）
を
家
族
に
送
り
ま
し
た
。
361
通

に
及
ぶ
便
り
の
内
容
は
、
軍
隊
で
の
近
況

を
伝
え
る
も
の
か
ら
、
日
本
に
残
る
家
族

の
生
活
や
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
気
遣
う

も
の
な
ど
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
絵
が
添

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
家
族
を
想
う
気
持

ち
と
、
自
ら
が
画
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
忘
れ
な
い
、
強
い
意
志
と
が
生
み
出
さ

せ
た
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

１
９
４
５
年
（
昭
和
20
年
）
の
敗
戦
後
、

香
月
を
含
む
多
く
の
日
本
兵
が
捕
虜
と
し

て
シ
ベ
リ
ア
へ
抑
留
さ
れ
ま
し
た
。
収
容

所
で
は
、
燃
料
に
用
い
る
木
材
の
伐
採
な

ど
の
労
役
を
課
さ
れ
ま
す
。
冬
季
に
は
気

温
が
マ
イ
ナ
ス
30
度
を
下
回
る
日
も
あ

り
、
十
分
な
食
糧
も
な
い
な
か
で
、
過
労

と
栄
養
失
調
に
よ
り
多
く
の
兵
士
が
命
を

落
と
し
ま
し
た
。
こ
の
収
容
所
で
の
日
々

や
亡
く
な
っ
た
仲
間
の
顔
は
画
伯
の
記
憶

に
強
く
残
り
、
後
年
〈
シ
ベ
リ
ヤ
・
シ
リ
ー

ズ
〉
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
昇
華
さ
れ
て
い

き
ま
す
。

　

シ
ベ
リ
ア
で
も
香
月
に
は
絵
を
描
く
機

会
が
あ
り
ま
し
た
。
収
容
所
に
入
る
と
き

に
、
生
母
か
ら
贈
ら
れ
た
絵
の
具
箱
は
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
後
に
返
さ

れ
、
ソ
連
兵
の
肖
像
画
な
ど
を
制
作
し
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
心
に
留
め
た

題
材
を
絵
の
具
箱
の
蓋
に
漢
字
で
、
12
文

字
書
き
付
け
て
お
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は

実
際
に
復
員
後
、
油
彩
作
品
の
モ
チ
ー
フ

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
１
９
４
７
年
（
昭
和
22
年
）
の

４
月
、
よ
う
や
く
帰
国
が
決
定
し
ま
す
。

シ
ベ
リ
ア
鉄
道
で
日
本
海
に
面
し
た
ナ
ホ

ト
カ
ま
で
移
動
し
、
引
揚
船
「
恵
山
丸
」

に
乗
り
京
都
府
の
舞
鶴
へ
入
港
し
ま
す
。

列
車
を
乗
り
継
ぎ
、
三
隅
の
実
家
に
帰
還

し
た
の
は
５
月
24
日
の
こ
と
で
し
た
。

■
帰
国
後
〜
晩
年

　

帰
国
後
間
も
な
く
、
香
月
は
下
関
高

等
女
学
校
に
復
職
し
、
翌
年
長
門
市
の

旧
深
川
高
等
女
学
校
に
転
勤
し
ま
す
。

１
９
４
９
年
（
昭
和
24
年
）
に
同
校
は
画

伯
の
母
校
大
津
中
学
校
と
合
併
し
、
大
津

高
等
学
校
と
な
り
ま
す
。
香
月
は
学
校
で

の
授
業
の
か
た
わ
ら
、
精
力
的
に
作
品
を

制
作
し
ま
し
た
。〈
シ
ベ
リ
ヤ・
シ
リ
ー
ズ
〉

関
係
の
作
品
は
復
員
後
間
も
な
い
時
期
に

2
点
発
表
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
は
し

ば
ら
く
制
作
が
中
断
し
ま
す
。
画
伯
は
以

前
か
ら
の
作
風
で
は
、
シ
ベ
リ
ア
で
の
体

験
を
真
に
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
感
じ

て
い
た
よ
う
で
す
。

　

香
月
は
、
ふ
る
さ
と
を
離
れ
る
こ
と

な
く
制
作
を
続
け
て
い
た
の
で
す
が
、

画
伯
の
「
父
親
」
と
も
称
さ
れ
る
画
商
・

福
島
繁
太
郎
氏
の
強
い
勧
め
も
あ
り
、

１
９
５
６
年
（
昭
和
31
年
）
秋
か
ら
半
年

間
に
及
ぶ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
に
出
発
し
ま

す
。
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア

等
を
巡
る
中
で
、
画
伯
は
中
世
の
彫
刻
や

　

２
０
１
１
年
が
幕
を
開
け
ま
し
た
。
今
年
は
、
本
市
三
隅
出
身
の
洋
画
家
・
香
月
泰
男
画
伯

の
生
誕
百
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
れ
を
機
に
、
香
月
泰
男
美
術
館
で
は
様
々
な
記
念
企
画
展
の

開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
、
香
月
画
伯
に
あ
ら
た
め
て
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
た

る
年
。
本
特
集
で
は
、
画
伯
の
生
涯
を
振
り
返
る
と
と
も
に
画
伯
の
素
顔
に
迫
り
ま
す
。
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特 集 月泰 男 の 生香

香
月
泰
男
の
生
涯
と
素
顔

涯

生
誕
百
年
記
念
特
集

と 素顔

　
　

香
月
画
伯
の
生
涯

香月泰男画伯

画伯が使っていた絵の具箱 雪降りの山陰風景

▲香月画伯のアトリエ（再現）
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絵
画
、
ま
た
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
な
ど
に
よ
る

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
モ
ノ
ク
ロ
に
近
い
絵
画

に
出
会
い
ま
す
。
中
世
の
彫
刻
に
あ
る
陰

影
の
強
い
顔
は
、〈
シ
ベ
リ
ヤ
・
シ
リ
ー
ズ
〉

独
特
の
「
顔
」
の
表
現
を
生
み
出
す
き
っ

か
け
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
ル
ネ
サ
ン

ス
期
の
巨
匠
に
も
、
自
身
が
目
指
す
よ
う

な
色
数
の
少
な
い
作
品
が
あ
る
こ
と
を
知

り
、
黒
色
と
褐
色
を
基
調
と
し
た
様
式
へ

の
確
信
を
深
め
ま
す
。
学
生
時
代
か
ら
、

日
本
人
で
あ
る
自
分
が
西
洋
の
技
法
の
油

彩
で
描
く
こ
と
の
意
義
を
考
え
続
け
て
い

た
画
伯
に
と
っ
て
、
西
洋
画
と
東
洋
画
を

融
合
さ
せ
た
よ
う
な
こ
の
様
式
は
、
自
ら

の
追
求
す
る
表
現
に
適
し
た
も
の
で
し

た
。
収
穫
の
多
か
っ
た
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

遊
学
後
、
画
伯
は
本
格
的
に
〈
シ
ベ
リ
ヤ
・

シ
リ
ー
ズ
〉
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

１
９
６
０
年
（
昭
和
35
年
）
に
は
大
津

高
等
学
校
を
退
職
し
、
画
業
に
専
念
し
ま

し
た
。
そ
の
後
も
次
々
と
作
品
を
発
表

し
、
国
内
外
で
個
展
を
開
く
な
ど
活
躍
し

ま
す
。
油
彩
や
水
彩
ス
ケ
ッ
チ
、
版
画
な

ど
の
平
面
作
品
の
ほ
か
、
深
川
湯
本
三
の

瀬
の
窯
元
に
出
向
い
て
萩
焼
へ
絵
付
け
を

し
た
り
、
仕
事
の
合
間
に
は
廃
材
を
用
い

て
「
お
も
ち
ゃ
」
と
呼
ば
れ
る
彫
刻
作
品

を
作
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
「
お

も
ち
ゃ
」
作
り
を
画
伯
は
「
余
技
」
と
称

し
て
い
ま
し
た
が
、
サ
ー
カ
ス
の
人
形
や

動
物
た
ち
な
ど
、
画
伯
の
遊
び
心
の
あ
ふ

れ
た
た
い
へ
ん
楽
し
い
造
形
群
で
す
。

　

ま
た
昭
和
40
年
代
後
半
に
入
る
と
、
た

び
た
び
海
外
へ
の
取
材
旅
行
へ
出
か
け
ま

す
。
夫
人
同
伴
で
の
訪
問
先
は
、
２
度
訪

れ
た
タ
ヒ
チ
の
ほ
か
、ギ
リ
シ
ャ
、モ
ロ
ッ

コ
、
ス
ペ
イ
ン
や
、
セ
イ
シ
ェ
ル
諸
島
な

ど
の
イ
ン
ド
洋
の
島
々
な
ど
、
暖
か
い
地

域
が
主
で
し
た
。

　

そ
の
他
に
も
孫
や
子
ど
も
た
ち
、
身
近

な
草
花
や
生
き
も
の
を
題
材
と
し
た
油
彩

小
品
な
ど
、
数
多
く
の
作
品
を
発
表
し
て

い
た
香
月
画
伯
で
す
が
、１
９
７
４
年
（
昭

和
49
年
）
３
月
８
日
、
心
筋
梗
塞
で
自
宅

に
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。ア
ト
リ
エ
に
は
、

最
期
ま
で
描
き
続
け
ら
れ
て
い
た
〈
シ
ベ

リ
ヤ
・
シ
リ
ー
ズ
〉
の
「
月
の
出
」「
日
の

出
」「
渚
〈
ナ
ホ
ト
カ
〉」
な
ど
が
遺
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
62
年
の
生
涯
で
し
た
。

　

香
月
画
伯
は
、一
時
期
を
除
く
生
涯
の

ほ
と
ん
ど
を
、『〈
私
の
〉
地
球
』
と
呼
ん

だ
ふ
る
さ
と
三
隅
で
過
ご
し
て
い
ま
す
。

従
軍
と
抑
留
を
経
て
、
大
切
な
家
族
と
共

に
過
ご
し
絵
を
描
く
こ
と
の
で
き
る
喜
び

を
感
じ
、
常
に
「
一
瞬
一
生
」（
※
下
写
真
）

の
境
地
で
制
作
に
取
り
組
ん
だ
の
で
す
。

　

晩
年
、
雑
誌
の
連
載
で
「
生
き
る
こ
と

は
、私
に
は
絵
を
描
く
こ
と
で
し
か
な
い
。

そ
れ
し
か
自
分
に
納
得
で
き
る
生
き
方
は

な
い
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
生
涯
描
き
続

け
た
多
く
の
作
品
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
、
画

伯
の
生
き
様
そ
の
も
の
が
刻
み
込
ま
れ
て

い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

主
人
が
、
生
ま
れ
育
ち
そ
し
て
生
涯
離

れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
こ
三
隅
は
、
山

口
県
の
日
本
海
側
の
小
さ
な
町
で
す
。
家

の
前
に
は
三
隅
川
が
流
れ
、
川
を
横
切
っ

て
山
陰
本
線
が
走
っ
て
い
ま
す
。 

そ
し
て

裏
に
は
日
本
海
か
ら
の
北
風
を
さ
え
ぎ
る

よ
う
に
小
さ
な
久
原
山
が
丘
陵
の
よ
う
に

横
た
わ
っ
て
い
ま
す
。 

主
人
が
昭
和
49
年

３
月
８
日
に
62
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
て

か
ら
ず
い
ぶ
ん
経
ち
ま
す
が
、
主
人
が
愛

し
、
そ
し
て
描
い
た
三
隅
の
景
色
は
、
今

も
あ
ま
り
変
わ
り
は
な
い
よ
う
で
す
。 

庭

の
真
ん
中
に
は
、
主
人
が
シ
べ
リ
ヤ
の
収

容
所
か
ら
豆
を
持
ち
帰
っ
て
育
て
た
サ

ン
・
ジ
ュ
ア
ン
の
木
が
あ
り
ま
す
。
月
日

が
経
っ
て
、
そ
の
木
は
屋
根
を
は
る
か
に

越
え
た
大
き
な
木
に
な
り
ま
し
た
。
主
人

は
生
前
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。「
自
分
が

死
ん
だ
ら
分
骨
し
て
、
サ
ン
・
ジ
ュ
ア
ン

の
木
の
下
に
埋
め
て
く
れ
。
そ
し
て
サ
ン・

ジ
ュ
ア
ン
の
木
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
ら
、

孫
た
ち
が
よ
じ
登
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」

  

主
人
は
こ
の
木
を
と
て
も
大
事
に
し
て

い
ま
し
た
。
家
に
い
る
と
き
は
ほ
と
ん

ど
、
ア
ト
リ
エ
に
い
て
、一
日
中
絵
を
描

い
た
り
本
を
読
ん
だ
り
し
て
い
ま
し
た
。

晩
年
は
心
臓
が
弱
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
「
ど
う
し
て
？
」
と
思
う
く
ら
い
に
、

主
人
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
木
に
登
っ
て
お
り

ま
し
た
。
主
人
が
冗
談
で
言
っ
て
い
た
の

は
、「
骨
は
庭
全
体
に
ば
ら
ま
け
、
そ
し

て
雨
が
降
っ
た
ら
幽
霊
に
な
っ
て
出
て
き

て
や
る
」 

香
月
家
代
々
の
お
墓
は
、
家
の

前
の
川
沿
い
の
土
手
を
歩
い
て
す
ぐ
の
見

晴
ら
し
の
い
い
高
台
に
あ
り
ま
す
。
あ
る

と
き
主
人
と
お
墓
の
話
を
し
ま
し
た
と
き

に
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　
「
あ
っ
ち
は
遠
い
か
ら
寂
し
い
。
だ
か

ら
庭
に
お
る
。
そ
う
し
た
ら
お
前
た
ち
を

見
守
っ
て
や
れ
る
か
ら
」

　

晩
年
、
主
人
は
た
い
が
い
朝
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ

の
ド
ラ
マ
の
こ
ろ
に
起
き
出
し
て
来
て
、

母
と
私
の
三
人
で
テ
レ
ビ
を
見
な
が
ら
一

緒
に
朝
ご
飯
を
食
べ
て
い
ま
し
た
。 

亡
く

な
る
冬
、
ど
う
し
て
も
主
人
が
起
き
て
来

な
い
ん
で
す
。
主
人
は
私
に
心
配
を
か
け

ま
い
と
、
あ
ま
り
具
合
が
悪
い
と
は
言
い

ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
、
今
思
え
ば
こ
の

こ
ろ
起
き
る
の
も
難
儀
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。「
テ
レ
ビ
が
始
ま
る
か
ら
早
く
起
き

て
ち
ょ
う
だ
い
」
と
、
私
が
言
い
ま
し
た

ら
布
団
の
中
か
ら
主
人
が
答
え
ま
し
た
。

　
「
朝
の
光
が
サ
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
の
木
の

葉
を
通
し
て
入
る
の
は
、
何
と
も
い
え
な

い
く
ら
い
に
美
し
い
ぞ
。
ち
ょ
っ
と
お
前

も
来
て
見
て
ご
ら
ん
」

　

私
も
立
っ
て
い
て
は
見
え
ま
せ
ん
か

ら
、
主
人
の
わ
き
に
横
に
な
っ
て
見
ま
し

た
。
た
い
し
て
き
れ
い
で
も
な
い
な
、
と

思
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
主
人
が
「
黄
金
の

光
が
、
美
し
い
だ
ろ
う
」
と
、
本
当
に
感

心
し
た
よ
う
に
言
う
の
で
、「
え
え
、
本
当

に
美
し
い
で
す
ね
」
と
私
も
口
を
あ
わ
せ

ま
し
た
。 

　

そ
し
て
、
主
人
は
そ
の
日
か
ら
亡
く
な

る
前
ま
で
、
毎
朝
の
よ
う
に
葉
を
通
し
て

入
る
光
を
な
が
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
主
人
が
亡
く
な
り
ま
し
た
と
き
、
自

分
の
父
親
の
よ
う
に
慕
っ
て
い
た
美
術
評

論
家
の
福
島
繁
太
郎
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い

た
、
庭
の
ミ
モ
ザ
の
木
の
花
が
真
っ
黄
色

に
咲
い
て
い
ま
し
た
。
私
た
ち
は
サ
ン
・

ジ
ュ
ア
ン
の
根
元
を
掘
り
、
落
ち
て
い
た

ミ
モ
ザ
の
花
び
ら
を
集
め
て
穴
に
し
き
つ

め
て
、主
人
の
灰
を
入
れ
て
埋
め
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
こ
に
主
人
が
使
っ
て
い
た
お
茶

碗
も
供
え
ま
し
た
。

　

本
当
に
主
人
は
庭
に
い
て
、
私
た
ち
を

見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
主
人
と
そ
ん
な
話
を
し
て
い
ま
し
た

と
き
は
、
ほ
ん
の
冗
談
く
ら
い
に
思
っ
て

い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
ん
な
に
も
早

く
亡
く
な
る
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い
な

か
っ
た
の
で
す
。

※
香
月
婦
美
子
「
夫
の
右
手
」（
求
龍
堂
）
よ
り

香
月
の
思
い
出

香
月
婦
美
子
さ
ん

香月婦美子さん

ミモザと香月画伯

サーカスの人形

「一瞬一生」についての画伯直筆の解説

国体プレ企画展
山口探訪・名勝、旧跡を描く

開催中～３月 27日（火曜日休館）

|

　

１
９
６
３
年
（
昭
和
38
年
）
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
『
新
人
国
記
・

山
口
編
』
の
カ
ッ
ト
絵
と
し
て
描
か
れ
た
、
県
内
各
地
の
風
景
画
等
を

紹
介
し
ま
す
。
長
門
市
ゆ
か
り
の
作
品
や
、
香
月
画
伯
デ
ザ
イ
ン
の
山

口
国
体
（
昭
和
38
年
）
参
加
章
も
展
示
し
ま
す
。（
２
月
２
日
か
ら
一

部
作
品
を
入
れ
替
え
ま
す
）

▲捕鯨古図（長門市）

▲南条踊（長門市）

特 集 月泰 男 の 生香 涯と 素顔


