
「
李
香
蘭」

を
大
連
に
観
て

間
中
嶋

嶺
雄

（
東京外硲大数授｝

GENDAI・92. 8 

五
月
初
旬
の
大
巡
は 、
ま
だ
ア
カ
シ

ア
の
花
に
は
早
〈 、
日
本
統
治
時
代
の

建
物
が北固
な
が
ら
に
並
ぶ
中
山
広
場
の

藤
や
ラ
イ
ラッ
ク
が、
ちょ
う
ど
満
開

だっ
た
。

天
候
も
や
や
不
順
で、
宿
舎
の
9
1

ジェ
ン
ト・
ホ
テル
が
建つ
老
虎滋
の

丘
に
は
終
日
強
い
風
が
吹
き、
眼
下
の

海
辺
も
大
連
特
有
のセ
ル
uy
ア
ン・
プ

ル
1

の
空
を
映
し
出
すζ
と
が
な
い
ま

ま
に、
灰
色
に
く

すん
で
い
た

。

だ
が、
ζ
と
大巡
の
地
に
は、
日
中

間
の
「
文
化」
の
交
流
が
ま
も
なく
始

ま
ろ
う
と
し
て
い
て、
そ
れ
と
は
な
し

に
あ
る
種
の
緊
張
感
が
漂っ
て
い
た
よ

う
に、
私
に
は
思
わ
れ
た

。

「
文
化」
の
交
流
が
国
際
間
の
相
互
理

解
を
深
め
る
と
い
う
の
は、
交
流の
第

一
段
階
で
あっ
て、
本
当
に
「
文
化」

が
ぶ
つ
か
り
合
うと
き
に
は、
火
花
が

散
る
と
と
も
あ
ろ
う
し、
血
の
出
る
と

と
も
あ
る
。

ま
し
て
や
日
本
の
中
国
侵
略と
い
う

歴
史
の
原
揮
を
背
負っ
て、
昭
和
史
の

置
要
な一
断
函
を
ミュ
ー
ジ
カ
ル
に
構

成
し 、
P

二
つ
の
祖
国d
k
引き
裂
か

れ
た
こ
人
の
女
性 、
李
香
蘭
と
川
島
芳

子
を、
そ
れ
ぞ
れ
野
村
玲
子
扮
す
る
主

人
公
と
保
坂
知
寿扮
す
る
諮
り
と
し
て

登
場
さ
せ 、「
五
族
共
和」
の
満
州
国

硲
図
か
ら
日
本
の
敗
戦
ま
で
を、
そ
の

抑
台
で
あっ
た
中
国
東
北
の
現
地
で

蒋
現
す
る
と
と
自
体 、
大き
な
口
険
で

あ
り、
賭
け
で
あっ
た
よ
う
な
気
が
す

ヲ匂
。去

る
五
月五
日、
大
巡の
中
山
広
場

に
回
し
た
人
民
文
化
倶
楽
総
で
の
初
日

の
公
泌
は 、
と
の
地
が
旧
満
鉄
の
本
拠

、
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地
で
も
あっ
た
だ
け
に、
と
の
うえ
な

い
臨
揚感
の
－な
か
に
あっ
た
の
だ
が、

会
場
を
埋め
た
観
客
の
拍
手
と 、
実
際

に
涙
を
流
し
て
い
た
中
国
の
人
た
ち
の

表
情
を
見
て、
劇
団
四
季
の「
李
容
蘭」

中
国
公
泌
が、
成
功
し
た
と
と
を
磁
認

する
と
と
が
で
き
た

。

本
年
は 、
日
中
国
交二
十
周
年
な
の

で、
同様
な
交流
計
画
が
進
ん
で
い

ヲ匂
。け

れ
ど 、
本当
の
国
際
交
流
は 、
国

家レ
グエ
ル
の
そ
れ
で
は
な
く、

民
間

レ
グェ
ル
の
「
民
僚
交
流」
で
あ
る
と

と
を
も
示
し
た
と
い
え
よ
う
。

ミュ
ー
ジ
カ
ル
「
李香
蘭」
は 、
す

で
に
わ
が
国
で
も二
十
万
人
に
逮
す
る

ロ
ン
グ
ラ
ン
を
続
け
て
お
り、

私も
mH

山
劇
場 、
日
生
劇
場
に
続い
て、
今
回

が
三
度
目
で
あっ
た

。



， 
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随 想

f! な
私
た
ち
が

、
高
度
成
長
時
代
を
ど
う

や
ら
切
り

抜
けて
ζ
れ
た
の
は
、

余
絡

の
な
い
生
活に
慣
れ
て
い
た
せ
い
で
は

な
い
だ
ろ
う

か
、

と
思
う
と
と
が
あ

る。
どう
も
そ
う
ら
し
い
の
で
あ
る。

奨
味
し
い
もの
を
前に
す
れ
ば
がつ
が

つ
、

阪
が
磁
れ
る
ま
で
食
う。
酒
を
飲

む
と
、

が
ぶ
が
ぶ
早
の
み
す
る
。

ゆっ

く
り

味
わ
う
と
い
うζ
と
が
な
い。
そ

し
て
必
ずと
う

思
う。
と
ん
な
奨
味
し

い
め
を
し
て

、
明
日
ど
ん
な
不
撃
が
待

っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い

、
と。

いつ
の
時
代
で
も
、

ほっ
と
い
て
も

ダ
ン
ト
ツ
に
出
来
る
子
が
い
る。
が
ん

が
ん
と
学
ぶ
子
が
い
る
。

し
か
し
、

と

ん
な
の
は
稀
な
の
だ。
教
育の
直
接の

対
象
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る（そん

念
子除

、数える
側にとっ
て
は
、厄介で
、

総味の舗といってもいいのである）。

現
在

、
子
供
た
ち
が
ゆっ
た
り
し

て
み
え
る
の
は
、

大
多
数の

、
と
り
わ

け
もっ
と
も
厚
い
庖の
子
が
勉
強
に 、

受
験
に
直
接
参
加し
て
い
る
か
ら
な
の

で
あ
る。
勉
強
や
受
験
が
少し
も
特
殊

f! 

で
念
い
社
会に
なっ
た
か
ら
な
の
で
あ

る。
私
は
、小

学
生
が
鉢
巻
き
を
し

て
、

二
十四
時
間
特
訓
と
称
し
て

、
強

の
し
ど
き
に
耐
え
て
い
る
さ
ま
を
見
な

が
ら、
そ
と
に
少し
も
悲
壮
感
を
感
じ

な
かっ
た。
深
夜マ
ー

ケッ
ト

で
、

限

い
目
をと
すり
な
が
らレ
ジ
を
打つ
学

生
に
、

特
別
の
も
の
を
感情し
な
かっ

た。
た
し

か
に
ほ
め
ら
れ
た
もの
で
は

な
い
が

、
だ
か
ら
といっ
て
子
供
の
心

身
を
すり
減
ら
す
程
度の
もの
で
は
な

い
の
で
あ
る。

貧し
さ
が
減っ
た。
と
り
わ
け
、

「
心」
の
貧し
さ
が
減っ
た。
つ
ま
ら

な
い
嫉
妬
心
が
－な
く
なっ
た

。
他
人
と

自
分の
不
幸
と
を
ひ
き
比べ
て
生
き
て

ゆ
か
な
く
て
も
よ
く
なっ
た
の
で
あ

る。
子
供
た
ち
に
と
の
気
配が
拙刊
に
濃

厚
だ。私

は 、
何
も
か
も
よ
く
なっ
た
な
ど

と
い
い
た
い
の
で
は
な
い。
否
定
商
を

数
え
上
げ
るの
は
簡
単
で
あ
る。
し

か

し
、

い
まの
子
た
ち
の
本
質
的
に
優
れ

て
い
る
点
を
指
摘
し
、

そ
れ
を
励
ま
す

,, 

ー

， 

, 

， 

ほ
ど
に
伸
ば
す
配慮
は
うん
と
少
な
い

よ
うに

思
わ
れ
る。
残
念4な
が
ら
、

私

た
ち
は 、
つ
い
最
近
ま
で

、
頭ご
な
し

の
努
力の
ニ
文
字
に
従
うと
と
が

、
社

会
を
も
自
分
を
も
事
稲
に
す
る
唯一の

手
段
で
あ
る
よ
う
な
時
代に
生
き
て
き

たの
で
あ
る。
と
の
時
代
を
生
き
た
も

の
に
は
、「

残
念」
で
は
な
く
、「

策
声」

と
い
い
た
い
の
は
や
ま
や
ま
で
あ
る。

し
か
し
、

勉
強
も 、
仕
務
も
、

遊
び

も
、

等
価
に
見
る
と
と
が
出
来
る
時
代

の
ほ
う

が
十
分に
快
適
な
の
で
あ
る。

私
は
、

い
ま
の
子
た
ち
が、
勉
強
も

理
ひ
の一
一一砲
に
な
る
よ
う
な
時
代の
門

口
に
い
るの
で
は
と
い
う

実
感
を
ひ
し

ひ
し
と
感
じ
る。
も
ち
ろ
ん

、
そ
う
い

う
時
代に
は
、

そ
れ
に
特
有の
困
難は

あ
る
に
違
い
な
い。
その
困
難
を
予
想

す
ると
と
だっ
て
で
き
な
い
わ
け
で
は

な
い。
し

か
し
、

大
切
な
の
は
、

困
難

が
あ
る
か
ら
待て
と
い
う
の
で
は
な

く、
過
去
の
つ
ま
らぬ
困
難
をひ
と
ま

ず越
えて
いっ
たζ
と
を
薯
ぽ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
うか。
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目屯

随想

す
で
に、
一
部
の
批
評
に
あっ
た
よ

う
に、
と
のミュ
ー
ジ
カ
ル
に
は 、
激

励
の
昭
和
史
の
勉
強
会と
い
っ
た
側
面

が
ない
わ
け
で
は
ない 。

ま
た、
「
夜
来
香」
や
「
支
那
の

夜」 、
「
蘇
州
夜
曲」
が
出
て
く
るζ
と

も
あっ
て、
あ
る
種レ
トロ・
プ
l

ム

を
か
き
た
て
る、
と
い
う
側
商
も
ない

わ
け
で
は
ない

。

だ
が、
日
中
関係
に
よ
く
見
ら
れ
る

薄っ
ぺ
ら
な
照
罪
感
ゃ 、
そ
れ
と
裏
腹

の
ノ
ス
タル
ジ
ー

で
は
な
く 、
日
中
関

係
史
の
原
点
に
息づ
い
た
人々
の
夢
や

友
情 、
そ
し
て
挫
折
感
や
澗
疑
心
を 、

政
治
や
イ
デ
オロ
ギ
ー

の
プ
Pズ
ム
に

よ
ら
ず
に、
同
時
代
史
の
総
体
と
し

て、
そ
の
光
と
陰の
両
面
を
p
アル
に

照
射
し
た
と
と
ろ
に、
意
味
が
あっ

た
、

と
い
え
よ
う
。

そ
と
に
は、
や
や
乎
板
・なド
ラマ
の

筋
書き
を
よ
そ
に、
圧
倒
的
な
迫
力
で

昭
和
史
が
露
出
し
て
お
り 、
そ
の
切
な

さ
と
傷
ま
し
さ
が
多
く
の
人k
の、
そ

し
て
中
国
の
観客
の
共
感
を
呼
ん
だ
の

だ、
と
私
は
思
う 。

も
と
よ
り 、
と
の
よ
う
な
雰
囲
気
の

背
後
に、
今
日
の
中
国
の
「
政
治
の

影」
が
な
かっ
た
わ
け
で
は
ない 。
今

回
の
大
迫
公
演が
終
わっ
た
あ
と、
感

想
を
述べ
た
大述
市
の
当
局
者
除 、
と

のミュ
ー
ジ
カ
ル
を
称
賛
し
な
が
ら

も、
路
りと
し
て
終
始。
登
場
し、
ま

た、
私
の
見
方
で
は、
そ
れ
ゆ
え
に、

と
のミュ
ー
ジ
カ
ル
が
成
功
し
た
と
思

わ
れ
る
川
島
芳
子
につ
い
て、

「
彼
女
は
男装
を
し
た
軍
人
で
あ
り、

中
国
人
民
に
対
し
て
罪
を
犯
し
た
人
物

で
す。
中
国
人
民
の
考
え
で
は、
彼
女

は
よ
く
念い
人
物
で
す」

と
語
るζ
と
を
決
し
て
忘
れ
は
しも弘

、J－．《

’刀
て

哉“
と
の
点
は 、
中
固
に
最
近
生
ま
れつ

つ
あ
る
新
しい
芸
術
感
覚
に
おい
て

、

川
島
芳
子と 、
そ
れ
を
め
ぐ
る
日
本
軍

の
葛
藤
や
苦悩
を
見
事
に
描
い
た
何
平

監
督
の
映
画
「
男
畿
の
麗
人・
川
島
芳

子」（西安映画製作所作
品 、
脚
本・
竹

， 

子 、主
演・
綬
勝敏）
が、
中
国
当
局
に
よ

っ
て
国
内
で
の
上
淡
を
禁
じ
ら
れ
てい

る
と
い
う「

政
治
の
影」
と
も
連
動
し

てい
る
と
い
え
よ
う 。
そ
し
て、
と
の

よ
う
な
「
政
治
の
影」
に
も
か
か
わ
ら

ず、
「
李
香
蘭
は 、
つ
い
に
中
国
へ
還

っ
た」
の
で
あっ
た

。

開
演
ま
で
時
聞
が
あっ
た
私
は 、
大

連
文
化
倶
楽
部と
道一
つ
を
隔
て
た
中

国
銀
行
大巡
分
行の
建
物（旧織浜正金

銀行大述支店〉
を
正
面に
見て、
広
場

のベ
ン
チ
で
裂と一
緒
にス
ケッ
チ
を

し
てい
た。

す
る
と
七
十
歳
近い一
人
の
老
人
が

近
寄っ
て
き
て
流
暢
な
日
本
語
で
話
し

か
け、
私
た
ち
と
の
偶
然
の
出
会い
を

惜
しん
で
－な
か
な
か
立
ち
去
ろ
うと
し

な
かっ
た。

今
夜 、
自
の
前
の
人
民
文
化
倶
楽
部

で「
李
香
蘭」
の
公
演
が
あ
る
か
ら、
是

非
観
て
ほ
しい
と
勧
め
た
の
だ
が、
彼

が
あ
の
観
客
の
な
か
にい
た
の
か
ど
う

か、
私
は
知
ら
ない 。
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長
期
政
権の
ツ
ケ

豊
か
さ

は
自
慢
で
き
る
状
態
で
あ
ろ

うか
。

選
挙
の
時

は
未
来
と
か
正
義

等
よ
り、

ま
ず
我が
家
に
とっ
て
ど

と
が
有

利
で
安
全
か
だ
けが
優
先
す

ヲ＠
。と

ん
な
調
子だ
と
、

P
K

O
も
将

来々凡品
と
一
人
立
ち
し
、

ま
た
藍
溝

橋
やρ
ワ
イ
で
の
mm
行を
繰
り
返
し

か
ね
な
い
思
し
き
時
代
へ
の
歩

み
も

心
配で
あ
る。

（東京・
岬眠辺茂夫・
持政・
自由袋）

－� 

島
原
に
こ
そ
援
助
を

発
展
途上
国へ
の
開
発
資
金
援
助

な
ど
日
本
の
O
D
A

は
今年
も
世

界

第
一
位
と
なっ
た

。
富
め
る
国
日
本

が
資
金
援
助
を
す
る
の

は
そ

れ
な
り

の
理
由
が
あ
り
悪
い
と
と
で

は
な

い
。

当
然の
義
務
で
も
あ
る
。だ

が
、

日
本
の

外
に
対
す
る
口
献
と
問
機

に
、

圏
内
問
題
に
も
十
分
自
を
向
け

． 

穴があーたら入りたいよ

所ゆきよし

て
ほ
し
い
と
思
う。

雲
仙・
普
賢
岳
の
大火
砕
流が
発

生
し
て
以
来

、
一
年
以
上
に
わ
たっ

て
ふ
も
と
の
島
原
市
と
深
江
町
で

は

今
なお
約
千
六
百
世
帯
六
千
七
百
人

が
仮
設
住
宅
な
どで
厳
し
い
遜
般
生

活
を
送っ
て
い
る。
世
賢
岳
の
火
山

活
動

は
依
然
活
発

、
ド
ー

ム
の
臨問
題

も
続
い
て
い
る
と
い
う。

雲
仙
被
災
者
に
対
する
援
助は
と

れ
ま
で
も
ずっ
と
続
い
て
き
た
が

、

園
の
と
の
問
題へ
の
とり
く

み
方

は

実
に
被
災
民を
救
済
し
よ
う
と
い
う

意
欲
に
欠
け
て
い
た
よ
うに

思
わ

れ

る。
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国
は
火
山
活
動
が
終
息
し
て
か
ら

と
い
う
け

れ
ど
も
、

普
賢
岳
の
火
山

活
動

は
数
年
聞

は
続
く
と
考
え
ら

れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、一

日
も
早
く
不

自
由
念
避
媛
生
活を
解市
す
る
方
策

会融
じ
るべ
き
だ
ろ
う。
移
住
を
決

意
し
た
被
災
者
に

は
安
伎
の
地
を
銭

供
し
、

父
祖
の
地
に
民
る
希望
を
も

っ
て
い
る
人
に
も
、

現
代人
が
住
む

に
値
する

水
単
の
仮
住
居
を
用意
す・


