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▼
絵
を
描
く
こ
と
が
好
き
だ
っ

た
ん
で
す
。
母
方
の
祖
母
、
宇
佐

美
し
ず
え
は
二
代
目
絵
師
だ
っ
た

の
で
す
が
、
幼
い
頃
、
描
い
た
漫

画
を
見
せ
て
褒
め
ら
れ
る
の
が
う

れ
し
く
て
、
自
宅
で
は
漫
画
ば
か

り
描
い
て
い
ま
し
た
ね
。

高
校
は
一
度
中
退
し
て
い
ま

す
。
当
時
は
「
漫
画
家
を
目
指
す

か
ら
」と
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

周
囲
に
な
じ
め
な
か
っ
た
の
が
主

な
理
由
。そ
れ
を
自
覚
し
て
か
ら
、

漫
画
の
道
を
離
れ
再
入
学
。
卒
業

後
は
専
門
学
校
に
進
み
ま
し
た
。

そ
の
頃
、
祖
母
か
ら
「
覚
え
て

み
な
い
か
」
と
声
を
か
け
ら
れ
た

ん
で
す
。
卒
業
後
に
教
え
て
も
ら

う
予
定
で
し
た
が
、
そ
の
前
に
祖

母
が
倒
れ
、
叶
（
か
な
）
い
ま
せ

ん
で
し
た
。

▽
師
事
す
る
べ
き
人
が
い
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
ね

▼
で
す
か
ら
、
祖
母
の
使
っ
て

い
た
道
具
や
下
絵
な
ど
を
預
か

り
、
独
学
を
始
め
ま
し
た
。
工
程

を
叔
父
や
叔
母
に
聞
い
た
り
、
日

本
画
、
書
道
、
表
装
を
習
っ
た
り

し
て
、
技
術
や
知
識
を
身
に
つ
け

ま
し
た
。
最
初
は
雲
を
掴（
つ
か
）

む
よ
う
な
話
で
し
た
が
。

ま
た
、
初
代
絵
師
の
曾
祖
父
、

辰
治
の
作
品
を
買
い
戻
す
な
ど

▽
工
房
に
は
た
く
さ
ん
の
作
品

が
あ
り
ま
す
ね
。
今
は
…

▼
端
午
の
節
句
に
向
け
た
絵
の

ぼ
り
づ
く
り
で
す
。発
注
は
例
年
、

三
月
の
半
ば
ご
ろ
に
増
え
ま
す
。

そ
れ
か
ら
大
作
づ
く
り
も
。
大
阪

の
「
だ
ん
じ
り
祭
り
」
で
、
だ
ん

じ
り
に
巻
き
つ
け
る
幕
を
制
作
し

て
い
る
の
で
す
が
、
大
き
さ
は
横

六
・
五
メ
ー
ト
ル
、
縦
二
メ
ー
ト

ル
。
工
房
で
は
す
べ
て
を
広
げ
ら

れ
ず
、
一
苦
労
で
す
。

ち
な
み
に
「
絵
の
ぼ
り
」
は
、

江
戸
の
武
家
文
化
か
ら
始
ま
っ
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
虫
干
し
さ
れ

た
軍
旗
が
、
節
句
の
旗
に
な
っ
て

い
っ
た
わ
け
で
す
。い
わ
き
で
は
、

磐
城
平
藩
の
内
藤
義
概
公
が
飾
る

こ
と
を
推
奨
し
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
美
術
的
な

作
品
が
多
く
、
私
は
そ
の
高
い
水

準
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

▽
絵
師
を
目
指
し
た
き
っ
か
け

は
、
何
だ
っ
た
の
で
す
か

1978（昭和 53）年、泉町生ま
れ。本名、吉田博之。二代目絵師
の祖母から継承の誘いを受け、専
門学校を卒業後、独学で「絵のぼ
り」を習得。
雅号の「辰昇」は、曾祖父で初
代絵師、辰治さんの「辰」と、絵
のぼりの「のぼり（昇り）」が由来。
自由ケ丘、「人形の東月」でも作
品を取り扱い中。武者絵などの絵
のぼり（縦 450㎝、横 70㎝）の
価格は 13万円から。
電話 0246‒96‒5506

男
児
の
健
や
か
な
成
長
を
願
い
、
端
午
（
た
ん
ご
）
の
節

句
（
五
月
五
日
）
に
飾
ら
れ
る
「
絵
の
ぼ
り
」。
江
戸
時
代

か
ら
の
伝
統
で
、
勇
ま
し
い
武
者
な
ど
が
墨
や
極
彩
色
で
描

か
れ
て
い
る
。
泉
町
、「
い
わ
き
絵
の
ぼ
り
吉
田
」
の
三
代

目
絵
師
、
辰
昇
さ
ん
（
四
四
）
は
、
制
作
技
術
を
受
け
継
ぐ

職
人
の
一
人
。
地
元
だ
け
で
な
く
大
阪
や
埼
玉
か
ら
も
依
頼

が
舞
い
込
み
、〝
全
国
区
〟
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
。

「
全
国
区
」
へ
の
道
歩
む

だ
ん
じ
り
祭
り
で
幕
注
文
も

「
江
戸
の
高
水
準
」
目
指
す

道
具
は
祖
母
、
曽
祖
父
か
ら
名
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よ
。
だ
か
ら
、
一
枚
絵
で
あ
っ
て

も
躍
動
感
を
意
識
し
ま
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
昔
な
が
ら
の
絵
柄

を
現
代
に
描
く
意
味
に
つ
い
て
も

考
え
ま
す
。「
江
戸
時
代
か
ら
抜

け
出
し
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」

と
思
わ
せ
、
か
つ
現
代
人
が
見
て

も
新
鮮
な
作
品
を
届
け
た
い
で

す
。▽

今
後
、
実
現
し
て
い
き
た
い

夢
や
展
望
は
…

▼
伝
統
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
現

代
に
生
か
せ
る
場
面
は
あ
り
ま

す
。
一
方
で
、
現
代
的
な
デ
ザ
イ

ン
で
使
わ
れ
て
も
面
白
い
。
対
応

力
を
身
に
つ
け
、
仕
事
の
幅
を
増

や
し
て
い
き
た
い
で
す
。

ま
た
、
私
が
集
め
て
い
る
作
品

の
中
に
は
、
驚
く
よ
う
な
デ
ザ
イ

ン
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
も

の
を
広
く
見
て
も
ら
え
る
機
会
も

あ
れ
ば
良
い
で
す
ね
。

▽
作
品
を
つ
く
る
際
、
ど
ん
な

こ
と
を
心
掛
け
て
い
ま
す
か

▼
誰
が
ど
こ
で
見
る
の
か
を
意

識
す
る
こ
と
で
す
。
絵
の
ぼ
り
で

あ
れ
ば
、
子
ど
も
の
「
原
風
景
」

に
も
な
り
ま
す
か
ら
、
勇
ま
し
い

絵
で
あ
っ
て
も
、
親
し
み
や
す
さ

を
心
が
け
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も

の
頃
に
漫
画『
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
』

が
好
き
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
動

き
の
あ
る
絵
が
好
き
な
ん
で
す

漫
画
家
志
望
だ
っ
た
こ
と
や
、

高
校
を
中
退
し
て
再
入
学
し
た
こ

と
を
自
身
の
Ｈ
Ｐ
で
も
明
か
し
て

い
る
辰
昇
さ
ん
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

中
も
率
直
に
経
験
を
話
し
、「
そ

し
、
研
究
を
続
け
て
い
ま
す
。
平

成
十
三
年
に
学
び
始
め
、
プ
ロ
に

な
っ
た
の
が
そ
の
三
年
後
で
す
。

▽
こ
れ
ま
で
、
絵
の
ぼ
り
一
筋

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か

▼
先
ほ
ど
「
だ
ん
じ
り
祭
り
」

に
か
か
わ
る
制
作
に
つ
い
て
話
し

ま
し
た
が
、
幅
は
広
が
っ
て
き
て

い
ま
す
。
だ
ん
じ
り
の
幕
は
、
刺

し
ゅ
う
で
は
な
く
絵
が
良
い
、
と

注
文
を
受
け
ま
し
た
。
二
匹
の
龍

を
描
い
て
い
ま
す
が
、
何
度
も
離

れ
て
確
認
し
な
い
と
い
け
な
い
で

す
し
、
顔
を
描
く
ま
で
は
怖
さ
も

あ
り
ま
し
た
ね
。

ま
た
、
神
奈
川
県
の
神
社
か
ら

御
祭
神
の
旗
を
描
い
て
ほ
し
い
と

頼
ま
れ
た
り
、
地
元
の
神
社
か
ら

御
朱
印
の
絵
柄
を
依
頼
さ
れ
た
り

し
て
い
ま
す
。
技
法
を
生
か
し
て

も
ら
え
る
の
は
、
や
り
が
い
が

あ
り
ま
す
。
人
気
の
セ
レ
ク
ト

シ
ョ
ッ
プ
「
Ｂ
Ｅ
Ａ
Ｍ
Ｓ
」
と
の

コ
ラ
ボ
も
あ
り
ま
し
た
。

う
す
る
こ
と
で
、
つ
ら
い
思
い
を

し
て
い
る
生
徒
を
励
ま
す
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
い
を

語
っ
た
。
目
を
引
い
た
の
は
、
職

人
ら
し
い
厚
い
手
。
制
作
に
励

む
真
剣
な
表
情
か
ら
は
、「
伝
統
」

と
生
き
て
い
く
覚
悟
を
感
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鷹
）

ひ
と
言

いわき絵のぼり吉田　三代目絵師　辰昇さん

「だんじり祭り」で使われる大作づくりに挑む辰昇さん

近年は、新たに御朱印の絵柄
を依頼されることも


