
翻
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―
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革
命
と
か
か
わ
っ
て
き
た
時
代

中
国
の
西
北
地
域
（
陝せ
ん

西せ
い

省し
ょ
うや

甘か
ん
し
ゅ
く
し
ょ
う

粛
省
な
ど
）
に
は
、
秦し
ん

腔こ
う

と
い

う
地
方
劇
が
あ
る
。
こ
の
演
劇
は
、

今
で
は
国
家
レ
ベ
ル
の
無
形
文
化
遺

産
認
定
を
受
け
て
い
る
が
、
か
つ
て

は
政
治
的
思
想
を
人
民
に
伝
達
す
る

手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
こ

れ
ま
で
政
治
と
か
か
わ
り
な
が
ら
複

雑
な
歴
史
を
歩
ん
で
き
た
。
と
く
に
、

中
華
人
民
共
和
国
建
国
後
は
、
俳
優

の
政
治
意
識
や
上
演
組
織
の
体
制
や

演
目
内
容
な
ど
に
関
す
る
演
劇
改
革

が
全
国
規
模
で
お
こ
な
わ
れ
、
社
会

主
義
革
命
の
推
進
の
た
め
に
、
秦
腔

は
よ
り
本
格
的
に
政
治
利
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
文
化
大

革
命
期（
一
九
六
六
〜
一
九
七
六
年
）

に
は
、
人
民
を
政
治
的
に
啓
発
す
る

た
め
の
革
命
模
範
劇
と
よ
ば
れ
る
演

目
の
上
演
も
く
り
返
し
お
こ
な
っ
て

い
た
。

改
革
開
放
時
代
の
苦
難

と
こ
ろ
が
、
そ
の
文
革
が
終
わ
る

と
状
況
は
一
変
し
た
。
ま
ず
、
秦
腔

の
政
治
的
色
彩
は
次
第
に
薄
れ
、
娯

楽
色
が
よ
り
濃
厚
に
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
改
革
開
放
政
策
に
影

響
を
受
け
て
、
海
外
の
映
画
や
ド
ラ

マ
な
ど
も
含
め
て
娯
楽
が
多
様
化

し
、
テ
レ
ビ
も
普
及
し
た
結
果
、
人

び
と
は
秦
腔
に
か
つ
て
ほ
ど
興
味
を

も
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
と
く
に
、
こ
の
傾
向
は
、
都
市

在
住
の
若
者
の
あ
い
だ
で
顕
著
に
み

ら
れ
、
彼
ら
は
テ
レ
ビ
や
ネ
ッ
ト
に

は
興
味
を
示
し
て
も
、
わ
ざ
わ
ざ
劇

場
ま
で
秦
腔
を
観
に
行
こ
う
と
は
し

な
く
な
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
に
直
面
し
て
、
秦

腔
劇
団
の
公
演
収
入
も
減
少
し
、
多

く
の
劇
団
が
経
営
不
振
に
陥
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
つ
い

に
は
他
の
劇
団
と
統
廃
合
し
、
人

員
整
理
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ

た
。
例
え
ば
、
秦
腔
が
き
わ
め
て

盛
ん
な
西
安
で
も
、
市
内
の
四
つ

の
秦
腔
劇
団
が
、
西
安
秦
腔
劇
院

と
し
て
二
〇
〇
七
年
六
月
に
合
併

統
合
さ
れ
た
。
そ
の
四
つ
の
な
か
に

は
、
西
安
易
俗
社
と
い
う
辛
亥
革
命

（
一
九
一
二
年
）
の
こ
ろ
か
ら
一
〇
〇

年
近
く
も
存
続
し
て
き
た
有
名
劇
団

ま
で
含
ま
れ
て
い
た
の
で
、
多
く
の

者
に
衝
撃
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

無
形
文
化
遺
産
化
に
よ
る

あ
ら
た
な
展
開

こ
の
よ
う
に
、
近
年
の
秦
腔
を
取

り
巻
く
環
境
は
厳
し
く
な
っ
て
い
る

が
、
明
る
い
変
化
の
兆
し
も
あ
ら
わ

れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
の
契
機

と
な
っ
た
の
が
、
秦
腔
が
二
〇
〇
六

年
に
国
家
レ
ベ
ル
の
無
形
文
化
遺
産

に
登
録
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

背
景
に
は
、
改
革
開
放
政
策
に
よ
る

高
度
経
済
成
長
を
経
て
自
国
文
化
に

対
す
る
自
信
が
強
ま
り
、
か
つ
て
の

革
命
時
代
の
よ
う
に
、
中
国
政
府
が

伝
統
文
化
を
「
封
建
的
で
、
時
代
遅

れ
の
、
近
代
化
を
阻
害
す
る
も
の
」

で
あ
る
と
は
み
な
さ
な
く
な
り
、
逆

に
そ
れ
を
伝
統
的
な
価
値
を
体
現
す

る
貴
重
な
文
化
遺
産
と
し
て
再
認
識

し
始
め
た
、
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺

産
の
保
護
条
約
に
も
影
響
を
受
け
て

い
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
無
形
文
化
遺

産
化
を
き
っ
か
け
に
、
秦
腔
の
保
護

と
保
存
を
め
ぐ
る
動
き
が
さ
ま
ざ
ま

な
形
で
活
発
化
し
て
き
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
ず
、
二
〇
〇
九
年
五
月
に

は
、
秦
腔
の
芸
風
を
後
世
に
伝
え
る

た
め
に
、
政
府
が
流
派
の
伝
承
人
を

決
め
て
秦
腔
の
伝
承
活
動
を
奨
励
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
実
績
や
芸
歴
に

応
じ
て
、
実
際
に
何
人
か
の
名
優
が

伝
承
人
と
し
て
選
ば
れ
、
弟
子
へ
の

教
育
活
動
も
よ
り
積
極
的
に
お
こ
な

う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

二
〇
〇
九
年
九
月
に
は
、
政
府
の
出

資
で
陝
西
秦
腔
博
物
館
が
西
安
で
開

館
し
た
。
こ
れ
は
、
秦
腔
の
歴
史
や

芸
能
の
特
徴
な
ど
を
幅
広
く
紹
介
す

る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
陝
西
省
と
同
じ

く
秦
腔
が
盛
ん
な
甘
粛
省
の
蘭
州
に

も
秦
腔
博
物
館
が
あ
り
、
陝
西
秦
腔

博
物
館
と
開
館
日
を
競
う
よ
う
な
形

で
設
立
さ
れ
た
。
秦
腔
の
保
護
と
保

存
を
め
ぐ
る
動
き
が
そ
れ
だ
け
盛
り

上
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。か

く
し
て
、
こ
れ
ま
で
秦
腔
は
、

時
代
に
翻
弄
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦

難
を
経
て
き
た
が
、
無
形
文
化
遺
産

化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
注
目
度
が
上

が
り
、
人
び
と
の
保
護
と
保
存
の
意

識
も
一
層
高
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
芸
能
と
し
て
の
バ
イ
タ

リ
テ
ィ
を
保
つ
た
め
に
は
、
継
承
だ

け
で
な
く
、
革
新
し
て
い
く
こ
と
も

重
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

促
進
し
て
い
く
か
が
今
後
の
課
題
で

あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
継
承
の
問
題

に
目
を
向
け
ら
れ
る
ほ
ど
、
衰
退
の

一
途
を
辿た
ど

っ
て
い
た
秦
腔
が
復
興
し

つ
つ
あ
る
の
は
、
大
き
な
希
望
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

陝西秦腔博物館の展示。衣装や脚本から舞台装置の
展示まである

余巧雲さん。
秦腔の流派伝承人のひとりとして選ばれた女優

陝西秦腔博物館の開館式のようす。多くのメディアが
このようすを取りあげた

秦腔の若手俳優による上演のようす。秦腔では
最低限の小道具しか用いないで演じる

芸
能
の
か
た
ち
は
、
時
代
と
と
も
に
う
つ
り
変
わ
っ
て
ゆ
く
。
今
回
紹
介
す
る
の
は
、
中
国
政
府
が
認
め
た
文
化
遺
産
。

し
か
し
認
定
後
も
、
か
た
ち
が
固
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
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