
　

日
本
独
自
の
伝
統
的
な
人
形
劇
、
そ
れ
が
文

楽
で
す
。
古
く
は
「
あ
や
つ
り
浄
瑠
璃
」、
あ

る
い
は
「
人
形
浄
瑠
璃
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、「
文

楽
」
と
い
う
の
は
人
形
劇
を
上
演
す
る
大
阪
に

あ
っ
た
劇
場
の
名
前
で
し
た
。
そ
れ
が
い
つ
の
ま

に
か
、
現
在
の
よ
う
に
人
形
劇
そ
の
も
の
を
指

す
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

文
楽
の
舞
台
で
は
、
人
形
と
人
形
を
操
る
人

形
遣
い
、
物
語
を
語
る
太
夫
、
伴
奏
を
す
る
三

味
線
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
ド
ラ
マ
が
演
じ
ら

れ
ま
す
。

　

太
夫
と
三
味
線
と
で
語
ら
れ
る
ド
ラ
マ
が

「
浄
瑠
璃
」
で
す
。
そ
の
ル
ー
ツ
は
、
室
町
時
代

中
期
ご
ろ
（
15
世
紀
末
）
に
、
扇
や
鼓
の
拍
子
、

琵
琶
な
ど
の
伴
奏
で
語
ら
れ
た
浄
瑠
璃
姫
と
牛

若
丸
と
の
恋
物
語
『
浄
瑠
璃
姫
十
二
段
草
子
』

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
瑠
璃
姫
を
語
る
節
回
し
が

人
気
と
な
り
、
別
の
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
を
語
る

よ
う
に
な
っ
て
も
“
浄
瑠
璃
節
”
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
16
世
紀
中

ご
ろ
、
琉
球
か
ら
三さ

ん
し
ん線
が
伝
来
し
、
そ
れ
を
改

良
し
た
と
も
言
わ
れ
る
三
味
線
が
伴
奏
に
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
浄
瑠
璃
が
大
き
く
発
展
す
る
の
が
江
戸

時
代
で
す
。
心
中
な
ど
の
事
件
を
近
松
門
左
衛

門
（
１
６
５
３
～
１
７
２
４
）
が
素
早
く
舞
台

化
し
た
作
品
を
竹
本
義
太
夫
（
１
６
５
１
～

１
７
１
４
）
が
語
り
、
あ
や
つ
り
人
形
で
演
じ

る
こ
と
で
大
衆
の
人
気
を
得
ま
し
た
。
三
味
線

の
演
奏
と
と
も
に
太
夫
が
語
る
ス
ト
ー
リ
ー
を

「
義
太
夫
節
」
と
呼
ぶ
の
は
こ
の
た
め
で
す
。
こ

う
し
て
始
ま
っ
た
人
形
浄
瑠
璃
が
、
現
在
ま
で

受
け
継
が
れ
て
き
た
の
で
す
。
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文
楽
で
は
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
三
味
線
の

演
奏
に
乗
せ
、
太
夫
が
語
り
ま
す
。
物
語
の
背

景
や
、
演
じ
ら
れ
る
場
面
の
情
景
、
登
場
人
物

そ
れ
ぞ
れ
の
セ
リ
フ
や
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
喜

怒
哀
楽
な
ど
、
三
味
線
と
呼
吸
を
合
わ
せ
、
太

夫
一人
で
語
り
分
け
ま
す
。
ま
た
演
目
に
よ
っ
て

は
複
数
の
太
夫
で
登
場
人
物
を
語
り
分
け
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　
一
方
、
人
形
遣
い
は
一
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
形
を
支
え
、
首
と
人
形
の
右
手
を
操
る

「
主お

も
づ
か遣
い
」、
左
手
を
操
作
す
る
「
左
遣
い
」、
そ

し
て
足
を
動
か
す
「
足
遣
い
」
と
、
人
形
一
体

を
三
人
の
人
形
遣
い
が
操
る
と
い
う
世
界
で
も

例
を
見
な
い
も
の
で
す
。
人
形
の
し
ぐ
さ
や
、

首
の
傾
き
や
眉
の
上
下
、
目
の
表
情
な
ど
ほ
ん

の
わ
ず
か
な
動
き
に
よ
っ
て
、
生
身
の
人
間
以

上
に
私
た
ち
の
心
情
に
訴
え
か
け
ま
す
。

　

こ
の
人
形
は
、「
か
し
ら
」
と
呼
ば
れ
る
頭
部

や
、
衣
裳
が
ば
ら
ば
ら
に
保
管
さ
れ
、
公
演
の
都

度
、
役
に
合
わ
せ
て
準
備
さ
れ
ま
す
。
か
し
ら
に

か
つ
ら
（
鬘
）
を
付
け
て
結
い
上
げ
ら
れ
、
衣
裳・

手
足
・
胴
・
小
道
具
な
ど
が
揃
え
ら
れ
ま
す
。

着
付
け
は
、
人
形
遣
い
が
自
ら
行
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
文
楽
は
、
太
夫
と
三
味
線
と
人
形

遣
い
の
“
三さ

ん
ぎ
ょ
う業

”
が
、
ぴ
っ
た
り
と
息
を
合
わ
せ
、
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物
語
を
つ
む
い
で
い
く
こ
と
で
舞
台
が
作
ら
れ
る
、

高
度
に
発
達
し
た
人
形
芸
術
な
の
で
す
。

　　

そ
れ
で
は
文
楽
が
演
じ
る
物
語
に
は
ど
ん
な

も
の
が
あ
る
の
か
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

文
楽
で
は
、
江
戸
時
代
以
前
の
公
家
や
武
家

の
社
会
の
出
来
事
を
演
じ
た
物
語
を「
時
代
物
」

と
呼
び
、
江
戸
時
代
の
町
人
社
会
の
出
来
事
を

演
じ
た
物
語
を
「
世
話
物
」
と
呼
び
ま
す
。

　

時
代
物
の
代
表
的
な
演
目
が
「
義
経
千
本

桜
」「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」「
菅
原
伝
授
手
習

鑑
」
で
す
。
歌
舞
伎
で
も
同
じ
演
目
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
ら
は
文
楽
で
評
判
を
と
っ
た
舞
台

が
歌
舞
伎
で
も
演
じ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

世
話
物
の
代
表
と
し
て
は
、
近
松
門
左
衛
門

の
「
曽
根
崎
心
中
」
や
「
冥
土
の
飛
脚
」
な
ど
、

当
時
の
お
金
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
と
絡
め
て
男

と
女
の
物
語
を
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
描
い
た
も
の
が

挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

さ
ら
に
最
近
で
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
テ

ン
ペ
ス
ト
」
を
翻
案
し
た
り
、
著
名
な
劇
作
家

が
「
曽
根
崎
心
中
」
を
も
と
に
書
き
下
ろ
し
た

新
作
文
楽
な
ど
も
上
演
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

文
楽
は
主
に
大
阪
に
あ
る
国
立
文
楽
劇
場
、

東
京
の
国
立
劇
場
小
劇
場
で
定
期
的
に
公
演
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
愛
媛
県
の
内
子
町
に
あ
る

内
子
座
で
の
年
に
一
度
の
公
演
な
ど
地
方
公
演

も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
文
楽
を
鑑
賞
す
る
際
に
、
太
夫
の
語

り
が
初
心
者
に
聞
き
取
れ
る
か
ど
う
か
を
心
配

す
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

ん
な
時
は
劇
場
で
売
ら
れ
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

な
ど
で
あ
ら
す
じ
を
確
認
し
て
お
く
と
い
い
で

し
ょ
う
。
国
立
劇
場
で
あ
れ
ば
舞
台
左
右
端
に

太
夫
の
語
り
の
字
幕
が
表
示
さ
れ
る
の
で
安
心

で
す
し
、
同
時
解
説
の
イ
ヤ
ホ
ン
ガ
イ
ド
を
利

用
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

初
心
者
向
け
の
わ
か
り
や
す
い
解
説
と
著
名

な
演
目
と
を
セ
ッ
ト
に
し
た
「
鑑
賞
教
室
」
も

開
か
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
は
入
門
を
か
ね
て

鑑
賞
教
室
に
足
を
運
ぶ
の
も
オ
ス
ス
メ
で
す
。

歌
舞
伎
フ
ァ
ン
の
方
な
ら
同
じ
演
目
を
見
比
べ

て
み
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
発
見
が
あ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

舞台下駄
足遣い

主遣い　
10kg近い人形を支え、
首
かしら

と右手を操る

約84cmのところが
人形の地面である
「手摺

す
り」となる

左遣い　
人形の左手と
小道具を担当

人形のサイズに合わせて
いろいろな高さがある 人形の両足と足音を担当

人形 人形一体を三人で操ることが基本ですが
一人で操るものもある

太夫　
義太夫節を一人で老若男女、
子どもまで語り分ける

三味線
登場人物はもちろん動
物の鳴き声や風雨など
自然の音も表現する
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