
技
と
心
が
作
り
出
す

鯉
の
ぼ
り

　
桜
の
花
が
ほ
こ
ろ
び
始
め
る
春
。南
ア
ル
プ
ス
市

の
井
上
染
物
店
で
は
、端
午
の
節
句
に
向
け
て
鯉

の
ぼ
り
や
武
者
の
ぼ
り
の
制
作
が
ピ
ー
ク
を
迎
え

ま
す
。昔
な
が
ら
の
作
業
場
で
は
、七
代
目
の
井

上
展
弘
さ
ん
が
細
や
か
な
は
け
使
い
で
勇
壮
な
武

者
を
色
鮮
や
か
に
染
め
て
い
き
ま
す
。

　
富
士
川
舟
運
が
開
か
れ
、南
ア
ル
プ
ス
市
周
辺

が
駿
河
と
信
州
を
結
ぶ
駿
信
往
還
の
要
と
し
て

栄
え
た
江
戸
時
代
の
末
期
に
創
業
し
た
井
上
染

物
店
は
、１
６
０
年
以
上
に
わ
た
り
、染
物
技
術
を

守
り
続
け
て
い
る
老
舗
で
す
。伝
統
の
技
法
で
仕

上
げ
る
鯉
の
ぼ
り
と
甲
州
武
者
の
ぼ
り
は
、平
成

６
年
に
県
郷
土
伝
統
工
芸
品
に
認
定
さ
れ
ま
し

た
。現
在
は
展
弘
さ
ん
が
そ
の
技
法
を
受
け
継
い

で
い
ま
す
。

　
展
弘
さ
ん
が
染
物
の
道
に
入
り
、今
年
で
１０
年

目
。「
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
難
し
さ
や
奥
深
さ
を
感
じ

ま
す
。だ
か
ら
こ
そ
面
白
く
、も
っ
と
腕
を
上
げ
た

い
と
思
い
、日
々
精
進
し
て
い
ま
す
」と
瞳
を
輝
か

せ
ま
す
。

　
染
め
の
作
業
は「
糊
作
り
」か
ら
始
ま
り
、

「
下
絵
写
し
」や「
染
付
」な
ど
10
の
工
程
が
あ

り
ま
す
。中
で
も
難
し
い
と
さ
れ
る
の
が
、和
紙

の
筒
か
ら
糊
を
絞
り
出
し
て
絵
柄
の
輪
郭
を

描
く「
糊
置
き
」で
す
。

　「
仕
上
が
り
の
色
合
い
を
左
右
す
る
大
事
な
工

程
で
す
。技
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、気
持
ち
も
大

切
で
す
。と
て
も
集
中
力
が
必
要
な
作
業
で
す

が
、一
番
楽
し
い
時
な
ん
で
す
」と
展
弘
さ
ん
。

deやまなし

輝く
4

南アルプス市

伝統の技で染めた色鮮やかな鯉のぼりを手に。後ろは川中島の合戦を描いたのれん

▲20年余り前までは釜無川で糊を落とす水洗い
　をしていた。川を泳ぐ鯉のぼりの姿は、早春の
　風物詩だった

真剣な表情で鯉のぼりのうろこ部分
に糊置きをする展弘さん

▲江戸はけを使って色を付けていく「染付」の
　作業。ぼかしの美しさは井上染物店ならでは

井
上
染
物
店
七
代
目

井
上
展
弘
さ
ん

の
ぶ

　
ひ
ろ

　
最
近
は
ナ
イ
ロ
ン
生
地
に
プ
リ
ン
ト
し
て
作
ら

れ
た
鯉
の
ぼ
り
が
主
流
で
す
が
、独
特
の
色
の

鮮
や
か
さ
や
風
合
い
は
、染
め
付
け
さ
れ
た
木

綿
布
の
鯉
の
ぼ
り
な
ら
で
は
。

　
「
古
く
な
っ
て
も
味
が
あ
り
、代
々
引
き
継

げ
る
の
が
伝
統
的
な
染
物
の
良
さ
。染
物
は

同
じ
よ
う
に
作
っ
て
も
、す
べ
て
異
な
り
ま
す
。

一
点
一
点
が
そ
の
人
の
た
め
だ
け
に
染
め
て
い
る

も
の
な
ん
で
す
」

　
「
最
近
は
地
域
の
人
か
ら『
う
ち
の
鯉
の
ぼ

り
は
お
前
の
じ
い
ち
ゃ
ん
が
染
め
て
く
れ
た
も
の

だ
よ
』な
ど
と
声
を
掛
け
ら
れ
ま
す
」

　
「
先
代
た
ち
が
染
め
た
も
の
が
今
も
大
切
に

さ
れ
て
い
る
の
は
本
当
に
う
れ
し
い
で
す
ね
。自

分
も
何
十
年
も
大
切
に
し
て
も
ら
え
る
よ
う

な
鯉
の
ぼ
り
、武
者
の
ぼ
り
を
作
っ
て
い
き
た
い

で
す
」
。そ
の
言
葉
か
ら
は
、江
戸
時
代
か
ら
続

く
伝
統
の
技
と
心
を
受
け
継
い
だ
展
弘
さ
ん
の

熱
い
思
い
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

何
十
年
も
大
切
に
し
て

も
ら
え
る「
の
ぼ
り
」を
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