
【
ね
お
ん
の
視
点

】

藤
舎
呂
英

藤
舎
流
囃
子
方
／
鼓
奏
者

「
空
か
ら
謡
が
降
っ
て
く
る
」
と
い
わ
れ

る
街
、
金
沢
。
謡
と
は
能
楽
に
お
け
る
声

楽
の
こ
と
。
ヽ
」の
言
葉
は
瓦
職
人
や
植
木

職
人
が
仕
事
の
合
間
に
謡
う
様
子
を
表

し
た
も
の
で
、
武
家
や
商
家
だ
け
で
な
く

庶
民
に
ま
で
能
が
親
し
ま
れ
て
い
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
す
っ
か
り

金
沢
駅
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
鼓
門
。
そ
の

威
風
堂
々
と
し
た
件
ま
い
は
、
観
光
客
は
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ト

ト

」

眩

鱚

躁

陽

鱚

鱚

瞑

隧

凩

鱚

Ｌ

写

―

も
ち
ろ
ん
、
地
元
の
人
た
ち
か
ら
も
広
く

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
芸
事
や
邦
楽
に
な
じ
み
深
い

金
沢
の
子
ど
も
た
ち
に
伝
統
芸
能
を
継

承
す
る
た
め
、
月
生

一回
、
『石
川
県
立
音

楽
堂
』
で
、
鼓
や
太
鼓
を
指
導
す
る
の
が

藤
舎
流
囃
子
方
の
藤
舎
呂
英
さ
ん
。
古

典
曲
の
囃
子
に
と
ど
ま
ら
ず

、
新
曲
の

作
調

（リ
ズ
ム
セ
ク
シ
ョ
ン
を
作
曲
す
る
こ

と
）
や
、
創
作
囃
子
の
作
曲
な
ど
に
も
才

能
を
開
花
さ
せ
、
多
方
面
で
活
躍
す
る

日
本
屈
指
の
囃
子
方
で
す
。

祖
父
・父
と
も
に
囃
子
方
の
家
に
生
ま

れ
、
祖
母
は
三
味
線
奏
者
で
も
あ
っ
た
呂

英
さ
ん
。
幼
い
頃
か
ら
英
オ
教
育
を
受
け

て
き
た
の
か
と
思
い
き
や
、
本
格
的
に
取

り
組
み
始
め
た
の
は
意
外
と
遅
く
高
校

二
年
生
の
頃
。
進
路
に
つ
い
て
考
え
、
漠

然
と
鼓
を
手
に
し
て
打
っ
て
み
た
と
こ
ろ

心
地
の
い
い
音
が
響
い
た
。
身
体
が
大
き

く
な
っ
た
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
、
幼
い
頃

に
鳴
ら
し
た
も
の
と
ま
っ
た
く
異
な
る
そ

の
音
に
魅
せ
ら
れ
、
「
鼓
に
惚
れ
た
」
の
だ

と
か
。
以
来
、
心
を
決
め
て
か
ら
、今
ま
で

の
遅
れ
を
取
り
戻
す
よ
う
に
稽
古
に
没

頭
。
思
う
よ
う
に
鳴
ら
せ
な
い
難
し
さ
が
、

逆
に
面
白
さ
と
な
り
、
鳴
ら
せ
る
よ
う
に

な
る
楽
し
さ
と
、
そ
の
音
色
に
ど
ん
ど
ん

魅
せ
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
い
ま
す
。

実
際
、
そ
の
場
で
奏
で
ら
れ
る
鼓
や
太

1奮奪「●1'I■■■■|■
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子どもたちに邦楽に親し

んでもらい、伝統芸能を

継承することを目的とした

「いしかわ子ども邦楽ア

ンサンブルJに て、『石川

県立音楽堂』で月に2回 、

鼓や太鼓の指導を行う。

鼓
の
生
の
音
を
聞
く
と
、
そ
の
抑
揚
の
効

い
た
表
現
力
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。

「
上
手
い
奏
者
っ
て
い
つ
の
は
楽
器
が

歌
う
よ
う
な
感
じ
に
な
る
ん
で
す
。
鼓
で

も
そ
う
な
ん
で
す
け
ど
、
打
っ
て
い
て
も
、

歌
う
よ
う
に
打
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
」

「
夕
・チ
・プ
・ポ
」
で
表
現
さ
れ
る
四
種

の
音
を
無
段
階
に
調
整
し
、
ま
た
、
強
弱

を
つ
け
る
こ
と
で
歌
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に

思
わ
せ
る
。
シ
ン
プ
ル
だ
か
ら
こ
そ
奥
深
い
。

た
だ
リ
ズ
ム
を
刻
む
だ
け
で
な
く
、
表
情

豊
か
な
音
色
に
よ
っ
て
、
舞
台
を

一
変
さ

せ
、
聞
い
て
い
る
人
た
ち
を
唸
ら
せ
る
。
そ

れ
が
、
鼓
や
太
鼓
な
ど
、
和
の
打
楽
器
の

特
長
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
鼓
や
太
鼓
の
魅
力
を
伝
え
る

べ
く
、
呂
英
さ
ん
が
目
指
し
て
い
る
の
は

自
ら
の
演
奏
で
「
鼓
奏
者
」
と
い
つ
存
在

を
定
着
さ
せ
る
こ
と
。
邦
楽
奏
者
と
呼
ば

れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も

「
鼓
奏
者
」
と
は

な
か
な
か
呼
ば
れ
な
い
。
ピ
ア
一ズ
ト
や
バ

イ
オ
リ
ス
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
鼓
の
ソ
ロ
で

演
奏
会
を
行
い
、
鼓
を
演
奏
す
る
一人
の

音
楽
家
と
し
て
の
可
能
性
を
追
求
し
て

い
き
た
い
と
い
つ
思
い
が
あ
る
そ
う
で
す
。

「
日
本
人
っ
て
意
外
と
日
本
の
も
の
を

知
ら
な
い
も
の
。
色
ん
な
人
の
前
で
打
っ

て
、
鼓
の
魅
力
を
一人
で
も
多
く
の
人
た

ち
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
」

歌
舞
伎
や
能
を
観
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

鼓
の
演
奏
会
に
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
人

は
、
少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
鼓

を
力
強
く

「
ポ
ン
」
と
打
っ
た
後
の
無
音

の
空
間
。
激
し
い
乱
打
に
よ
る
、
な
ん
と

も
い
え
な
里
局
揚
感
。
そ
し
て
、
「
ヨ
ー
」
と

い
う
掛
け
声
と
と
も
に
会
場
全
体
が
静

寂
に
包
ま
れ
る
、息
を
の
む
よ
う
な
緊
張

感
。
人
間
の
声
と
間
と
楽
器
が
織
り
な

す
、
洋
楽
で
は
決
し
て
表
現
で
き
な
い
鼓

の
世
界
は
、
ま
さ
し
く
背
筋
が
ぞ
く
ぞ
く

す
る
よ
う
な
体
験
と
な
り
、
私
た
ち
が
日

本
人
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
思
い
起
こ

さ
せ
て
く
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

機
会
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
一
度
、
足
を
運
ん

で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
新

た
な
発
見
と
驚
き
が
あ
る
は
ず
で
す
。


