
を究める

藤
舎

呂
英
さ
ん

邦
楽
囃
子
方
ｘ

旬
の
演
奏
家
に
ご
登
場
い
た
だ
き
、
そ
の
人
柄
や

邦
楽
と
の
出
会
い
、
邦
楽
の
醍
醐
味
な
ど
を
お
聞
き

す
る
新
シ
リ
ー
ズ
。

※
邦
楽
囃
子
‥
・演
技
・舞
踊
・歌
唱
（謡
・唄
）
の
伴
奏
の
た
め
に
、あ
る

い
は
雰
囲
気
を
出
す
た
め
に
楽
器
（主
に
笛
・小
鼓
・大
鼓
・太
鼓
・打

楽
器
）や
人
声
（掛
け
声
・囃
子
詞
（こ
と
ば
し
で
奏
す
る
音
楽
。

第
二
回

|

|

藤 舎 呂 英

とうしゃ ろ え い

大阪府生まれ。父は藤舎呂浩.

宗家藤舎せい子に師事し、没

後六世家元藤舎呂船に師事。

東京芸術大学音楽学部卒業。

現在、放送・舞台 (舞踊公演・長

唄演奏会等)。 海外公演等、幅

広く音楽活動を行う。2006年

第10回 日本伝統文化振興財

団賞受賞 (同 時にCD発売).

現在、藤舎流真じほ会、青濤会

同人cい しかわ子ども邦楽アン

サンブル講師.

警

楽
器
を
始
め
ら
れ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
で
す
か
。

家
で
は
祖
母
が
三
味
線
を
弾

い
て
い
ま
し
て
、

祖
父
、
父
も
囃
子
方
で
す
。

小
学
２
年
生
の
時
、
「
新
鼓
会
」
と
言
う
囃
子

方

の
演
奏
会
出
演
の
た
め
稽
古
を
始
め
ま
し
た

が
、
実

は
祖
父
よ
り
新
し
い
自
転
車
を
買

っ
て

あ
げ
る
か
ら
…
と
言
わ
れ
、
モ
ノ
に
つ
ら
れ
た
だ

け
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
は
ぷ

っ
つ
り
和
楽
器
に
全
く
触
ら

な
い
ま
ま
高
校
時
代
は
ロ
ッ
ク
漬
け
。
ヘ
ビ
メ
タ

で
ギ
タ
ー
を
弾

い
て
い
ま
し
た
。
メ
カ
い
じ
り
も

好
き
で
自
動
車
工
学
に
興
味
が
あ

っ
た
の
で
す

が
、
一局
２
の
と
き
進
路
希
望
欄

に
「
家
業
を
継

ぐ
」
と
書
い
て
し
ま

っ
た
こ
と
か
ら
親
に
連
絡
が

い
き
…
そ
こ
か
ら
で
す
ね
。
猛
稽
古
し
て
東
京

芸
術
大
学
に
入
り
、
現
在
に
至

っ
て
い
ま
す
。

◆

お
囃
子
と
は
ど
ん
な
も
り
で
し
ょ
う
。

笛
、
小
鼓
、
大
鼓
、
太
鼓
の
四
拍
子
と
、
そ
の
他

仏
具
な
ど

の
打
楽
器
で
構
成
さ
れ
ま
す
。
笛
以

外

は
す
べ
て
修
得
し
ま
す
。
楽
器
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
特
徴
が
あ

っ
て
、
小
鼓

の
胴

は
江
戸
時
代

に
作
ら
れ
た
も
の
が
多
く

（
私

の
胴
は
安
土
桃

山
の
も
の
）
、
新
た
に
作
る
こ
と
が
難
し
い
貴
重

品
で
す
。
皮

（小
鼓
や
大
鼓
は
馬
、
太
鼓
は
牛
）
は

表
側
と
裏
側

の
相
性
が
と
て
も
難
し
く
、
ま
る

で
カ
ッ
プ
ル
の
よ
う
で
す
。
家
に
は
１
０
０
枚
程

の
皮
が
あ
り
ま
す
が
、
ベ
ス
ト
の
組
み
合
わ
せ
を

見

つ
け
る
の
は
至
難
の
技
で
す

（笑
）
し
か
も
鳴

る
ま
で
に
１０
年
か
か
る
。
私

の
皮

は
５０
年

の
も

の
―
・

警

日
本
の
伝
統
音
楽
、
文
化
の
将
来
は

ど
ん
毅
ふ
う
に
な
る
と
？

和
楽
器
の
魅
力
は
必
ず
伝
え
ら
れ
る
も
の
と

思

っ
て
い
ま
す
。
長
唄
や
歌
舞
伎

で
は
囃
子
は

序
奏
楽
器
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
元
々
は
能
楽

の

主
奏
楽
器
で
す
。
私
は
囃
子
だ
け
の
音
楽
に
興
味

|

が
あ
っ
て
、
囃
子
創
作
曲

を
作
調
、
演
奏

し
て
き

ま
し
た
が
、
評
判
も
良

く
手
応
え
を
感
じ
て
お

り
、
こ
れ
か
ら
も
新
し
い

音
楽
を
創
造
し
て
い
こ

う
と
考
え
て
い
ま
す
。

最
近
は
洋
楽

っ
ぱ

い

イ
メ
ー
ジ
の
和
楽
器
グ

ル
ー
プ
も
多
く
活
躍
さ

れ
、
若
い
方
々
に
も
邦
楽

が
少
し
ず

つ
身
近
な
存

在
に
な

っ
て
き
ま
し
た

ね
。
次

は
純
邦
楽

の
古

典
演
奏
に
よ
る
和
楽
器

本
来
の
音
、
空
間
、
魅
力

を
多
く
の
方
々
に
聴
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

響

お
囃
子
を
習
い
た
い
入
ほ
ど
う
す
れ
ば
？

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
情
報
も
あ
り
ま
す
が
、
ま

ず
は
ど
な
た
か
邦
楽
演
奏
家
か
ら
の
ご
紹
介
で
人

を
訪
ね
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

邦
楽
に
縁
の
な
か
っ
た
方
で
も
趣
味
と
し
て
楽

し
む
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、
プ

ロ
に
な
る
人
も
い

る
ん
で
す
よ
。
私
が
以
前
、
講
師
を
し
て
い
た
大
学

の
受
講
生
は
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
志
望

だ

っ
た
の
に
、
お
囃
子
に
目
覚
め
て
今
で
は
プ

ロ

と
し
て
活
躍
中
。
ま
た
、
慶
大
（
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー

ル
部
）
出
身
で
お
囃
子
に
興
味
を
持
ち
、
今
年
芸

大
に
入
学
し
た
弟
子
も
い
ま
す
。
お
囃
子
は
楽
し

い
で
す
よ
。

警
最
後
に
お
囃
子
の
ア
ピ
ー
ル
を
ぜ
ひ
‥

圧
倒
さ
れ
る
楽
器
の
音
色
、
人
の
発
す
る
掛
声

の
響
き
、
立
日
の
な
い
無
音
と
い
う
空
間
、
こ
の
ひ
と

と
き
を
感
じ
て
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

小学二年生の時 LII子 大会の舞台にて (左隣、祖父望月太津市郎)
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