
便
利
堂
も
の
づ
く
り
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

宮
脇
賣
扇
庵

日本文化の美とともに
歩み続けて135年

アートのある暮らしで彩りを

京
扇
子
◉
創
業
文
政
六
年
　
職
人
の
手
わ
ざ

コ
ロ
フ
ル

【
特
集
】

父
の
日
ギ
フ
ト
に
も
最
適
◉
コ
ロ
タ
イ
プ
オ
ー
ダ
ー
サ
イ
ト

　

コ
ロ
フ
ル
　
の
魅
力
を
徹
底
紹
介
！

”　　

“　　
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色
紙
を
見
る
と
、
実
家
の
洋よ
う
ま間

を
思
い
出

し
ま
す
。
洋
間
な
ん
て
言
葉
も
、
今
で
は
も

う
聞
か
な
く
な
り
ま
し
た
ね
。
お
客
さ
ま
を

お
迎
え
す
る
た
め
の
玄
関
脇
の
応
接
間
の
こ

と
を
、大
正
時
代
生
ま
れ
の
祖
父
は
「
洋
間
」

と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
月
に
一
度
、
祖
父
が

決
ま
っ
て
行
う
作
業
が
、
玄
関
と
洋
間
に
飾

っ
た
色
紙
額
の
入
れ
替
え
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

◆

　

額
を
下
ろ
し
、
そ
の
月
に
合
う
絵
が
描
か

れ
た
色
紙
を
選
び
、
今
ま
で
掛
か
っ
て
い
た

色
紙
の
埃
を
払
い
タ
ト
ウ
に
し
ま
う
。
と
い

っ
て
も
、“
こ
の
月
は
こ
の
作
品
”
と
い
っ

た
お
決
ま
り
を
毎
年
繰
り
返
す
だ
け
な
の
で

す
が
。
で
も
、
幼
か
っ
た
当
時
の
私
は
、
祖

父
の
そ
の
作
業
が
い
つ
も
な
ぜ
だ
か
嬉
し
く

て
、ず
っ
と
眺
め
て
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

◆

　

子
供
な
が
ら
に
色
紙
の
入
れ
替
え
は
、
玄

関
と
部
屋
の
空
気
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
さ
せ
る

気
が
し
て
、
額
や
色
紙
を
大
切
に
扱
う
祖
父

の
姿
は
、
そ
の
少
々
儀
式
め
い
た
緊
張
感
と

特
別
感
と
と
も
に
、
今
で
も
記
憶
の
中
に
と

て
も
好
ま
し
い
思
い
出
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

◆

　

折
に
触
れ
、
季
節
感
の
あ
る
色
紙
を
買
い

求
め
た
の
か
、
実
家
に
は
《
鶴
図
下
絵
和
歌

巻
》、《
瓢
鮎
図
》、《
池
辺
の
鶴
》
な
ど
、
便

利
堂
製
の
色
紙
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
色
紙
が
弊
社
の
も
の

だ
っ
た
と
知
っ
た
の
は
、
入
社
し
て
か
ら
後

だ
っ
た
の
で
す
が
…
。
幼
い
頃
か
ら
見
聞
き

し
て
い
た
色
紙
が
導
い
て
く
れ
た
ご
縁
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　

◆

　

祖
父
と
色
紙
の
思
い
出
。
そ
ん
な
個
人
的

な
記
憶
に
結
び
つ
く
日
常
の
積
み
重
ね
が

が
、“
ア
ー
ト
の
あ
る
暮
ら
し
”
の
あ
り
方

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
丁
寧
に
過
ご
す
時

間
と
季
節
感
を
大
切
に
す
る
暮
ら
し
。
便
利

堂
は
、
そ
ん
な
毎
日
に
ア
ー
ト
を
取
り
入
れ

る
お
手
伝
い
を
い
た
し
ま
す
。　

ア
ー
ト
の
あ
る

暮
ら
し
　
◉
色
紙

　梅雨のほんの一歩手前、気温も湿度も高くなるころでしょう
か。立ち込める湿気と濡れた土の匂いが頭の中で重なりました。
雨はただでさえ眩しいほどの緑をいっそう輝かせ、石畳の色を
少しずつ変えていきます。

　傘を手に小さい女の子をおぶった女性は、石畳に下駄の音を
からから響かせながら子守唄を口ずさんでいます。「晩御飯、
なに食べたい？」なんて声も聞こえてきそうです。温かい背中
におんぶひも。幼女は安心しきって体をぺたりと預けています。
すぐそばを歩く犬はたいそう落ち着いて見えます。長い間かわ
いがられて暮らしてきたのでしょう。

　川瀬巴水は大正から昭和にかけて活躍した版画家です。旅を
こよなく愛した彼は、日本各地で庶民の生活が息づく風景を写
生し、木版画を制作しました。この作品は「山王さま」と呼ば
れ親しまれている東京の日枝神社を描いたもので、木々は桜で
あると巴水は書いています。すっかり散り切った桜の新緑を背
景に、鼻先をかすめるのは初夏の気配。絵はがきは季節も場所
も自由に私たちを連れだしてくれます。今日は東京。次はどこ
へ行きましょうか。

折々の絵はがき

表紙の絵はがき：
コロタイプ絵はがき〈季
趣五題 なつはじめ 五月
雨ふる山王〉 川瀬巴水
￥385

《五月雨ふる山王》川瀬巴水
大正 8 年 (1919)　東京都江戸東京博物館蔵 

色紙《金太郎》
勝川春英　江戸時代
東京国立博物館蔵
￥1,650

便利堂ものづくりインタビュー
アートのある暮らし 02

04宮脇賣扇庵

【特集】

季節のごあいさつ❶ 10

季節の絵はがき：初夏 11

コロフル 12

Information 16

企画・制作・発行　
Director　
Chief Staff　
Staff　

株式会社便利堂
鈴木　巧
中嶋直子

西川　愛 / 増尾麻黄 / 田中　恵

本誌に記載された表示価格は、すべて税込です。

2022年
5月10日発行

（奇数月発行）

※本誌記載の記事、写真、イラストなどの無断転載を禁じます。

玩具に囲まれ、自分ほどの大きさのみみずく人
形を担いだ愛らしくも力強い金太郎が、子熊を
踏み従えています。左下には、江戸の代表的玩
具「とんだりはねたり」。仕掛けた竹ばねが起動
するともんどりを打って被りものが飛び、人形
が現れるというからくり玩具の一種。

日
々
の
生
活
に
美
術
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は

暮
ら
し
に
彩
り
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

便
利
堂
で
は
、
古
典
の
名
作
か
ら
現
代
の
作
品
ま
で

さ
ま
ざ
ま
な
美
術
作
品
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た

ア
イ
テ
ム
を
取
り
揃
え
て
い
ま
す
。

毎
号
そ
の
中
か
ら
、
お
す
す
め
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て

美
術
商
品
と
暮
ら
す
日
常
風
景
を
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

2

美術はがきソムリエがえらぶ
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扇子は87回職人の手を通ると言われています。

―
―
―
「
宮
脇
賣
扇
庵
」
さ
ん
の
扇
子
の
特

徴
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

一
番
は
「
手
描
き
」
で
す
。
扇
子
の
絵
師

が
手
描
き
で
扇
面
を
描
い
て
い
ま
す
。

―
―
―
1
枚
ず
つ
に
職
人
さ
ん
が
手
描
き
で

絵
を
描
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
？

　

そ
う
で
す
ね
。
現
在
は
7
名
ほ
ど
の
絵
師

が
お
り
ま
す
。
今
で
は
大
変
珍
し
く
な
り
ま

し
た
が
、
本
来
、
扇
子
の
原
型
は
手
描
き
で

す
。
私
た
ち
は
今
も
そ
れ
を
守
り
、
30
枚
か

ら
50
枚
ほ
ど
の
少
量
を
手
描
き
で
仕
上
げ
て

い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
色
の
滲
み
具
合
な
ど

わ
ず
か
な
が
ら
個
体
差
が
出
て
ま
い
り
ま
す

が
、
個
人
の
方
に
お
求
め
い
た
だ
く
場
合
は

そ
れ
こ
そ
が
味
わ
い
で
、
世
界
に
ひ
と
つ
の

も
の
だ
と
喜
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

―
―
―
た
し
か
に
よ
く
見
る
と
わ
か
り
ま

す
。
ひ
と
の
手
が
感
じ
ら
れ
ま
す
ね
。

　

私
た
ち
は
ご
依
頼
い
た
だ
い
た
扇
子
を
１

本
か
ら
お
作
り
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
手

描
き
を
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
で

す
。
わ
ず
か
な
ず
れ
も
許
さ
れ
な
い
と
い
う

場
合
は
機
械
に
頼
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

独
特
の
質
感
の
表
現
は
手
描
き
で
し
か
で
き

な
い
ん
で
す
よ
。

―
―
―
た
っ
た
１
本
の
扇
子
と
は
贅
沢
で

す
。
そ
も
そ
も
扇
子
は
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ

て
い
ま
す
か
。

　

扇
子
は
紙
づ
く
り
か
ら
数
え
る
と
87
回
職

人
の
手
を
通
る
と
言
わ
れ
て
い
て
、
ほ
と
ん

ど
が
職
人
に
よ
る
手
仕
事
で
で
き
て
い
ま

す
。

―
―
―
87
回
も
！

　

そ
う
な
ん
で
す
。
扇
子
づ
く
り
は
分
業
制

で
、
１
本
の
扇
子
が
で
き
あ
が
る
ま
で
に
何

人
も
の
職
人
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
実
は
江

戸
時
代
ま
で
は
扇
子
の
問
屋
が
自
社
で
作
っ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
注
文
数
が
増
え
る
に

つ
れ
て
手
が
足
り
ず
、
外
へ
も
注
文
を
出
す

よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
し
だ
い
に
店
の

職
人
た
ち
が
独
立
し
て
、
製
造
工
程
と
販
売

が
分
か
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
工
程
を
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

数
が
た
く
さ
ん
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の

分
コ
ス
ト
が
下
が
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、

宮
脇
賣
扇
庵

扇
子
づ
く
り
の
分
業
制
は
続
い
て
い
ま
す
。

―
―
―
分
業
に
は
理
由
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

ど
の
よ
う
な
職
人
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
か
？

　

ま
ず
、
竹
か
ら
扇
子
の
骨
組
み
を
作
る
の

は
「
扇せ
ん
こ
つ骨職

人
」
で
す
。
そ
れ
と
並
行
し
て

扇せ
ん
め
ん面を
作
り
ま
す
が
、
扇
面
は
、
芯
に
な
る

紙
を
中
心
に
合
計
3
枚
の
紙
を
貼
り
合
わ
せ

て
あ
り
ま
す
。
そ
の
加
工
を
す
る
の
が
「
扇

面
師
」
で
す
。
そ
こ
へ
「
上う
わ
え絵
師
」
が
刷
毛

を
使
い
、
下
地
の
色
引
き
や
絵
付
け
を
行
い

ま
す
。
つ
ぎ
に
「
折お

り
師
」
が
絵
付
け
さ
れ

た
扇
面
を
折
り
、
扇
骨
の
中
骨
が
入
る
よ
う

加
工
し
て
丈
に
合
わ
せ
て
上
下
を
裁
断
し
ま

す
。「
附つ

け
師
」
は
骨
組
み
と
扇
面
を
組
み

合
わ
せ
、
仕
上
げ
加
工
を
す
る
職
人
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
で
す
べ
て
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
ほ
か
に
も
随
所
に
ひ
と
の
手
と

目
が
配
ら
れ
て
い
ま
す
。

―
―
―
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。
な
ん
と
細
か
く

分
か
れ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
で
す
ね
。
仕
上
げ
部
分
だ
け
み
て
も

13
か
ら
15
の
工
程
が
あ
り
ま
す
。
実
は
私
は

す
べ
て
の
工
程
を
や
っ
て
み
た
こ
と
が
あ
る

ん
で
す
が
、
当
た
り
前
で
す
が
ど
れ
も
本
当

に
難
し
く
て
…
。
一
番
難
し
か
っ
た
の
は
な

ん
と
い
っ
て
も
折
り
の
作
業
で
す
ね
。

―
―
―
美
し
く
て
、
ひ
と
の
手
と
は
と
て
も

思
え
な
い
す
ご
み
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
「
折
り
」
の
作
業
は
扇
型
の
紙
を
濡

ら
し
て
折
り
目
を
つ
け
、
型
に
は
さ
み
、
左

か
ら
折
っ
て
い
き
ま
す
。
型
は
古
紙
を
何
層

に
も
重
ね
て
外
側
に
柿
渋
を
塗
っ
た
も
の
を

《四季花鳥図巻》
酒井抱一
￥3,300

〔女性用サイズ〕

宮
脇
賣
扇
庵

創
業
文
政
6
年
。
近
世
の
町
屋
そ
の
ま
ま
の
姿
を

残
し
た
京
都
本
店
は
、
京
の
歴
史
と
風
格
を
感
じ

さ
せ
ま
す
。
現
在
の
屋
号
は
、
便
利
堂
と
も
縁
の

深
い
日
本
画
家
・
富
岡
鉄
斎
に
よ
り
、
名
付
け
ら

れ
た
そ
う
。

w
w

w
.baisenan.co.jp

手
ご
ろ
な
商
品
を
通
じ
て
美
術
を
よ
り
身
近
に
親
し
ん
で
い
た
だ
き

た
い
―
―
。
企
画
・
デ
ザ
イ
ン
か
ら
制
作
ま
で
、
妥
協
の
な
い
姿
勢

で
取
り
組
ん
で
い
る
便
利
堂
の
も
の
づ
く
り
の
裏
側
を
、
作
り
手
の

声
で
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

今
回
は
、
便
利
堂
の
扇
子
を
仕
立
て
て
い
た
だ
い
て
い
る
京
扇
子
の

老
舗
「
株
式
会
社　

宮
脇
賣
扇
庵
」
さ
ん
へ
お
邪
魔
し
、
な
か
な
か

知
る
こ
と
の
で
き
な
い
扇
子
づ
く
り
に
つ
い
て
同
社
の
髙
野
恭
輔
さ

ん
に
お
話
を
伺
っ
て
き
ま
し
た
。

上：上絵師による下地の柿渋を塗
る作業　下：絵付け作業

【第１回】

◉
京
扇
子

聞
き
手
：
社
長
室　

前
田（
写
真
左
）
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使
い
ま
す
が
、
一
子
相
伝
な
の
で
私
た
ち
も

く
わ
し
い
作
り
方
は
知
り
ま
せ
ん
。
折
り
だ

け
で
な
く
、
扇
子
職
人
が
使
う
道
具
は
ど
れ

も
別
注
で
個
々
に
作
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
な

ん
で
す
よ
。

―
―
―
扇
子
は
3
枚
の
紙
が
貼
り
合
わ
せ
て

あ
る
ん
で
す
ね
。
し
な
や
か
で
1
枚
と
し
か

思
え
ま
せ
ん
。

　

扇
子
は
「
骨
組
み
に
紙
を
貼
っ
て
作
る
」

と
思
わ
れ
て
い
る
方
が
い
ま
す
が
ま
っ
た
く

違
い
ま
す
。
ま
ず
、
3
枚
貼
り
合
わ
せ
た
紙

を
ち
ょ
う
ど
半
分
、
1.5
枚
ず
つ
に
な
る
と
こ

ろ
へ
刃
を
い
れ
て
割
き
ま
す
。
つ
ぎ
に
そ
れ

を
型
に
は
さ
ん
で
折
っ
て
い
き
ま
す
。
最
後

は
骨
組
み
と
紙
を
組
み
合
わ
せ
ま
す
が
、
紙

に
骨
組
み
の
通
り
道
を
作
ら
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
こ
こ
で
、
さ
き
ほ
ど
刃
を
入
れ
た

部
分
が
生
き
て
き
ま
す
。
蛇
腹
に
な
っ
た
部

分
に
附
け
師
が
口
を
つ
け
、
空
気
を
吹
き
込

む
こ
と
で
通
り
道
を
作
り
ま
す
。

―
―
―
え
っ
？　
職
人
さ
ん
が
全
部
の
扇
子

に
空
気
を
吹
き
込
ま
れ
る
ん
で
す
か
？

　

そ
の
通
り
で
す
。
職
人
は
て
い
ね
い
さ
と

速
さ
も
求
め
ら
れ
る
の
で
、
ご
夫
婦
で
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
1
日
300
本
ほ
ど
の
扇
子

に
、こ
の「
附
け
」の
作
業
を
し
て
い
き
ま
す
。

ひ
と
に
も
よ
り
ま
す
が
、
ひ
と
吹
き
ご
と
に

ひ
と
つ
の
穴
を
あ
け
て
い
く
ん
で
す
。
吹
き

す
ぎ
る
と
紙
が
割
れ
て
し
ま
う
の
で
息
の
加

減
が
と
て
も
大
切
で
す
。
そ
の
後
、
骨
に
糊

を
つ
け
、
骨
の
1
本
1
本
を
で
き
た
穴
に
通

し
て
い
く
ん
で
す
。

―
―
―
ひ
と
の
息
で
竹
の
通
り
道
を
あ
け
る

と
は
び
っ
く
り
で
す
。

　

も
し
よ
か
っ
た
ら
一
度
や
っ
て
み
ま
す

か
？　

扇
子
の
紙
を
右
手
で
持
っ
て
、
左
か

ら
紙
に
口
を
近
づ
け
て
吹
い
て
み
て
く
だ
さ

い
。

―
―
―
（
ふ
っ
ふ
っ
と
息
を
吹
き
込
ん
で
）

だ
め
で
す
ね
、
ま
っ
た
く
開
き
ま
せ
ん
。

　

初
め
て
だ
と
全
部
に
穴
を
あ
け
る
の
に
1

時
間
く
ら
い
か
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私

も
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

―
―
―
こ
れ
を
1
日
300
本
と
は
…
。（
再
び

息
を
吹
き
込
ん
で
）
あ
！　
通
り
ま
し
た
！

　

ど
の
工
程
も
で
す
が
、
あ
る
種
の
勘
が
必

要
な
の
で
で
き
な
い
ひ
と
は
ず
っ
と
で
き
な

い
ま
ま
な
ん
で
す
よ
。
さ
あ
今
度
は
骨
組
み

と
扇
面
を
組
み
合
わ
せ
ま
す
。
左
手
で
扇
面

を
、
右
手
で
骨
組
み
を
持
っ
て
、
左
側
か
ら

骨
を
１
本
ず
つ
、
開
け
た
穴
へ
入
れ
て
い
き

ま
す
。

―
―
―
こ
れ
は
さ
ら
に
難
し
い
…
。
先
へ
進

む
と
入
れ
た
は
ず
の
手
前
か
ら
骨
が
抜
け
て

し
ま
い
ま
す
。

　

職
人
は
、
骨
に
糊
を
つ
け
て
、
ほ
と
ん
ど

一
気
に
合
わ
せ
て
い
き
ま
す
。
す
ご
い
ス

ピ
ー
ド
で
す
よ
。

―
―
―
一
人
前
に
な
る
に
は
ど
の
く
ら
い
の

年
月
が
か
か
り
ま
す
か
？

　

10
年
ほ
ど
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
残
念
な

こ
と
に
い
ず
れ
の
職
人
も
数
が
少
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。
扇
子
職
人
は
ど
の
技
術
も
、
家

業
だ
っ
た
も
の
を
代
々
継
ぐ
こ
と
で
継
承
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
技
術
は
引
き
継
ぐ
ひ
と
が

い
な
い
と
残
せ
な
い
で
す
か
ら
な
ん
と
か
続

け
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

―
―
―
こ
の
技
術
は
機
械
で
は
代
わ
り
が
で

き
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

竹
を
細
く
す
る
に
は
機
械
を
使
い
ま
す

が
、
そ
れ
を
使
え
る
よ
う
に
整
え
る
の
は
ひ

と
の
手
で
す
。
紙
を
扇
型
に
す
る
た
め
金
型

で
抜
き
ま
す
が
、こ
れ
は
機
械
で
行
い
ま
す
。

し
か
し
100
枚
の
紙
を
抜
こ
う
と
す
る
と
上
の

紙
と
下
の
紙
で
大
き
さ
が
変
わ
っ
て
し
ま
う

の
で
、
そ
こ
を
見
極
め
て
工
夫
す
る
の
は
ひ

と
な
ん
で
す
。
扇
子
作
り
は
こ
れ
だ
け
い
た

る
と
こ
ろ
に
ひ
と
の
手
を
必
要
と
す
る
の
で

オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。

―
―
―
１
本
の
扇
子
に
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん

の
ひ
と
の
手
が
関
わ
っ
て
い
る
と
は
知
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

実
は
昭
和
に
入
っ
て
ク
ー
ラ
ー
が
で
き
た

と
き
、
扇
子
の
売
上
は
が
く
っ
と
減
り
ま
し

た
。
そ
の
と
き
職
人
の
数
も
大
幅
に
減
っ
て

し
ま
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
の
調
子
で
は
こ
の

先
、
扇
子
そ
の
も
の
が
な
く
な
る
の
で
は
な

い
か
と
不
安
に
思
っ
た
職
人
が
多
か
っ
た
よ

う
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
、
扇
子
の

「
涼
を
と
る
」
以
外
の
使
わ
れ
方
が
見
直
さ

れ
る
時
代
が
や
っ
て
き
ま
す
。
お
し
ゃ
れ
や

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
お
選
び
い
た
だ
く
ほ

か
、
き
ち
ん
と
し
た
ご
挨
拶
の
場
で
お
持
ち

い
た
だ
く
方
が
ぐ
ん
と
増
え
ま
し
た
。ま
た
、

人
生
の
節
目
の
お
祝
い
ご
と
で
は
変
わ
ら
ず

に
お
使
い
い
た
だ
い
て
い
る
ほ
か
、
お
茶
や

踊
り
の
お
稽
古
ご
と
は
扇
子
の
世
界
を
屋
台

骨
の
よ
う
に
支
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
そ
う

し
た
こ
と
で
今
も
な
お
、
産
業
と
し
て
維
持

す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

扇子は「骨組みに紙を貼って作る」
と思われている方がいますがまったく違います。

上：折り作業　左：折った扇面
に息で穴をあける　下：紙が貼
り合わされた扇面用紙（上はそ
の一部をはがしたところ）

右：折った扇面に骨を射し込む
作業作業　下：骨がすべて差し
込まれて仕上がった状態

この技術は機械では
代わりができないように

思います。

「附け」の作業を教えていただいたの
は、製造担当主任の米原 敏文さん。
入社前、10 年に渡り「仕上げ」の仕
事に職人として携わられていました。

《風神雷神図屏風》
俵屋宗達
￥3,300
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―
―
―
伝
統
や
技
術
と
い
う
と
扇
子
に
は

厳
し
い
ル
ー
ル
が
あ
り
そ
う
で
気
に
な
り

ま
す
。

　

結
婚
式
や
お
茶
席
な
ど
、
場
合
に
よ
っ
て

は
決
ま
り
ご
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以

外
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
女
性
が
男

性
用
を
選
ん
で
も
、
反
対
に
男
性
が
女
性

用
の
か
わ
い
ら
し
い
柄
を
お
使
い
に
な
っ

て
も
そ
れ
は
使
う
ひ
と
の
自
由
で
失
礼
に

は
あ
た
ら
な
い
ん
で
す
。
堅
苦
し
く
考
え

ず
、
気
に
な
っ
た
柄
を
手
に
と
っ
て
、
ま

ず
は
自
由
に
あ
お
い
で
み
て
く
だ
さ
い
。

―
―
―
選
ぶ
の
が
楽
し
み
に
な
り
ま
し
た
。

デ
ザ
イ
ン
に
決
ま
り
は
あ
り
ま
す
か
？

　

扇
子
は
末
広
が
り
の
形
か
ら
「
縁
起
物
」

と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
私

た
ち
は
縁
起
が
よ
く
な
い
絵
柄
の
も
の
は

作
ら
な
い
ん
で
す
。
扇
子
は
美
し
い
も
の

し
か
な
い
世
界
な
ん
で
す
よ
。

―
―
―
そ
の
美
し
い
世
界
づ
く
り
を
ご
一

緒
で
き
て
と
て
も
う
れ
し
い
で
す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
コ
ロ
タ
イ

プ
は
100
年
も
の
間
、
品
質
が
変
わ
ら
な
い

と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
お

作
り
す
る
扇
子
も
修
理
を
お
受
け
で
き

ま
す
の
で
長
い
間
お
使
い
い
た
だ
け

ま
す
。
そ
の
ふ
た
つ
が
合
わ
さ
っ
て
、

お
客
さ
ま
に
長
く
お
楽
し
み
い
た
だ

け
る
製
品
を
作
れ
る
の
は
素
晴
ら

し
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
う

い
え
ば
初
め
て
コ
ロ
タ
イ
プ
の

印
刷
物
を
拝
見
し
た
と
き
「
こ
れ
は
印
刷

で
は
な
い
」
と
思
い
ま
し
た
。
木
版
印
刷
っ

て
ご
存
知
で
す
か
？

―
―
―
木
に
彫
る
版
画
の
こ
と
で
し
ょ
う

か
？

　

そ
う
で
す
。
昭
和
40
年
代
ま
で
は
扇
子

は
木
版
印
刷
が
多
か
っ
た
ん
で
す
。
一
本

一
本
の
線
を
木
に
彫
り
、
バ
レ
ン
で
こ
す
っ

て
完
成
さ
せ
ま
す
が
、
こ
の
仕
上
が
り
が

と
て
も
美
し
い
ん
で
す
。
イ
ン
ク
が
の
り

す
ぎ
ず
、
と
て
も
や
さ
し
い
印
象
な
ん
で

す
ね
。
つ
ま
り
木
版
画
は
初
め
か
ら
印
刷

ま
で
ひ
と
の
手
が
仕
上
げ
る
も
の
な
の
で

す
が
、
コ
ロ
タ
イ
プ
を
見
た
と
き
一
番
に

そ
れ
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
ひ
と
が
手
で

仕
上
げ
る
み
ず
み
ず
し
さ
が
あ
り
、
ま
る

で
生
き
物
の
よ
う
だ
と
思
い
ま
し
た
。

―
―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
コ
ロ

タ
イ
プ
も
版
画
の
よ
う
に
色
を
重
ね
て
い

き
ま
す
。

　

そ
う
で
す
よ
ね
。
便
利
堂
さ
ん
の
美
術
印

刷
を
見
て
い
る
と
、
印
刷
の
特
性
を
活
か

し
た
も
の
づ
く
り
を
さ
れ
て
い
る
と
感
じ

ま
す
。
扇
子
は
、
印
刷
の
技
法
に
よ
っ
て

は
色
移
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
コ

ロ
タ
イ
プ
は
と
て
も
安
定
し
て
い
て
そ
う

し
た
こ
と
が
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
紙

に
し
っ
く
り
と
な
じ
ん
で
い
ま
す
。

―
―
―
一
枚
一
枚
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な

手
作
業
を
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
頼
ら
ず
、
コ

ロ
タ
イ
プ
職
人
が
厳
し
い
目
と
手
で
仕

上
げ
ま
す
。
便
利
堂
の
美
術
印
刷
を
活

か
し
た
扇
子
に
は
ど
ん
な
特
徴
が
あ
り

ま
す
か
？

　

実
は
扇
子
の
デ
ザ
イ
ン
は
と
て
も
難

し
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
山
と
谷
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
平
面
で
見

て
い
る
通
り
に
は
仕
上
が
ら
な
い
ん
で
す
。

で
も
便
利
堂
さ
ん
は
そ
の
作
品
の
魅
力
を

知
り
抜
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
切
り
取
り

方
を
さ
れ
て
い
て
、
い
つ
も
は
っ
と

さ
せ
ら
れ
ま
す
。
ご
一
緒
に
お
作
り

し
て
い
る
扇
子
は
《
鳥
獣
人
物
戯
画
》

や
《
松
林
図
》、《
風
神
雷
神
図
》
な
ど

圧
倒
的
な
存
在
感
が
あ
り
、
印
刷
の
美

し
さ
に
は
目
を
み
は
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
私
た
ち
は
竹
の
か
た
ち
よ
り
も

そ
の
扇
面
を
活
か
す
こ
と
を
考
え
て
お
作

り
し
て
い
ま
す
。

―
―
―
ど
の
作
品
も
扇
子
に
な
る
こ
と
で

ま
た
違
っ
た
美
し
さ
が
引
き
出
さ
れ
て
い

る
気
が
し
ま
す
。

　

私
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
お
い
て

手
作
業
で
す
が
、
精
度
を
高
め
る
こ
と
を
追

求
し
続
け
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
便
利
堂

さ
ん
の
扇
面
は
落
款
も
ふ
く
め
て
デ
ザ
イ

ン
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

落
款
の
位
置
は
左
右
ど
ち
ら
の
場
合
も
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
が
右
に
来
る
と
精
度
を

出
す
の
が
ぐ
っ
と
難
し
く
な
り
ま
す
。

と
い
う
の
も
扇
子
は
左
か
ら
折
り

始
め
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
遠
い

位
置
で
精
度
を
出
そ
う
と

す
る
と
非
常
に
難
し

い
の
で
す
。
し
か

し
、
細
部
に
至
る

ま
で
気
を
抜
か
ず
仕

上
げ
ら
れ
た
美
術
印

刷
を
活
か
す
た
め
、

私
た
ち
も
最
大
限
の

努
力
で
お
応
え
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。最
後
に
、

初
め
て
扇
子
を
選
ぶ
方
へ
ア
ド
バ
イ
ス
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

難
し
い
こ
と
を
考
え
ず
、
ぜ
ひ
お
好
き
な

柄
を
選
ん
で
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
好
き

な
絵
を
決
ま
っ
た
場
所
だ
け
で
な
く
、
持
ち

歩
い
て
ど
ん
な
場
所
で
も
楽
し
め
る
の
は
扇

子
の
な
に
よ
り
の
利
点
で
す
。
便
利
堂
さ
ん

と
お
作
り
し
た
扇
子
に
は
、
普
段
な
か
な
か

見
る
こ
と
の
で
き
な
い
国
宝
や
文
化
財
が
描

か
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
本
物
の
美
し
さ
を
と

ど
め
た
美
術
印
刷
で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
絵
を
楽
し
ん
で
、コ
ロ
タ
イ
プ
と
扇
子
、

ど
ち
ら
の
技
に
も
直
に
触
れ
て
い
た
だ
き
た

い
で
す
。
し
か
も
扇
子
で
あ
れ
ば
そ
ん
な
作

品
を
近
く
で
じ
っ
く
り
と
楽
し
ん
で
い
た
だ

け
ま
す
し
、
美
術
館
な
ど
で
本
物
と
見
比
べ

る
の
も
き
っ
と
楽
し
い
は
ず
で
す
。「
好
き

な
絵
を
贅
沢
に
持
ち
歩
く
」
ぜ
ひ
そ
ん
な
気

持
ち
で
選
ん
で
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

―
―
―
本
日
は
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
守
る
だ
け

で
は
な
い
、
新
し
い
試
み
に
も
挑
戦
す
る

「
独
自
の
技
術
」
が
培
わ
れ
て
き
た
様
子
を

お
聞
き
し
て
と
て
も
共
通
点
を
感
じ
ま
し

た
。
受
け
継
が
れ
て
き
た
技
術
の
か
け
が

え
の
な
さ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
便
利
堂

の
コ
ロ
タ
イ
プ
も
「
宮
脇
賣
扇
庵
」
さ
ん

の
伝
統
の
技
と
同
じ
で
あ
り
た
い
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
美
し
い
も
の
づ
く

り
を
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

扇子は美しいものしかない世界なんですよ。
《松林図屏風》長谷川等伯
〔コロタイプ〕

￥3,300
煙立つ霧の中に浮かび上
がる松の姿がコロタイプなら
ではの濃淡で表現されています

《鳥獣人物戯画》
〔コロタイプ〕

￥3,300
折の精度を出すのが難しいと言
われる右側に落款があるタイプ

《鶴図下絵和歌巻》
書：本阿弥光悦　画：俵屋宗達

〔女性サイズ〕
￥3,300

便利堂コロタイプ工房
明治 38 年に開設。以来、１世紀以上
にわたりこの技術を継承し続けている。
カラーコロタイプを行なっているのは
世界でも便利堂だけ

《鳥獣人物戯画》
〔コロタイプ / 女性用サイズ〕

￥3,300

《○△□》仙厓
〔コロタイプ〕

￥3,300

《梅に箙文様帷子》
〔女性用サイズ〕

￥3,300

※
過
去
に
メ
ル
マ
ガ
で
配
信
し
た
記
事
を

再
構
成
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
こ
ち
ら

京
都
便
利
堂
の

扇
子
は
こ
ち
ら
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季
節
の
ご
あ
い
さ
つ
❶

父
の
日
　
６
月
第
３
日
曜
日

「
手
紙
な
ん
て
ち
ょ
っ
と
お
お
げ
さ
か
な
。」
で
も
、
感
謝
や

お
礼
、
と
も
に
喜
び
合
う
お
祝
い
の
気
持
ち
な
ど
、
と
き
に

は
手
書
き
で
は
が
き
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
に
ち
ょ
っ
と
季

節
の
言
葉
を
添
え
て
送
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

折
々
の
季
節
の
ご
あ
い
さ
つ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

父
の
日
の
始
ま
り

　

今
年
の
父
の
日
は
6
月
19
日（
日
）。

　

母
の
日
、
父
の
日
と
さ
れ
る
も
の
は
、

そ
の
起
源
は
世
界
中
で
様
々
で
あ
り
日
付

も
異
な
り
ま
す
。
日
本
で
は
い
ず
れ
も
ア

メ
リ
カ
発
祥
の
祝
日
に
な
ら
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
父
の
日
は
、
１
９
０
７
年
に
始

ま
っ
た
母
の
日
を
知
っ
た
ソ
ノ
ラ
・
ス

マ
ー
ト
・
ド
ッ
ト
と
い
う
女
性
が
、「
母

を
た
た
え
る
日
が
あ
る
な
ら
ば
、
父
を

た
た
え
る
日
が
あ
る
べ
き
だ
」
と
思
い
、

１
９
０
９
年
に
牧
師
教
会
へ
「
父
親
へ
感

謝
す
る
日
も
作
っ
て
ほ
し
い
」
と
嘆
願
し

た
こ
と
が
始
ま
り
で
す
。
そ
し
て
翌
年
6

月
19
日
に
、
初
め
て
父
の
日
の
式
典
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
式
典

が
開
催
さ
れ
た
6
月
は
、
ソ
ノ
マ
の
父
の

誕
生
月
だ
っ
た
か
ら
だ
そ
う
で
す
。

　

１
９
５
０
年
頃
に
は
日
本
に
も
父
の
日

が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
人
々
の
間
に

広
く
知
ら
れ
、
実
際
に
お
祝
い
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、「
日
本
フ
ァ
ー
ザ
ー

ズ
・
デ
イ
委
員
会
」
が
81
年
に
設
立
さ
れ

て
か
ら
と
言
わ
れ
ま
す
。

黄
色
の
バ
ラ

　

母
の
日
に
贈
る
花
と
い
え
ば
、
赤
の
カ

ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
定
番
で
す
。
実
は
母
の

日
と
同
じ
く
父
の
日
の
ギ
フ
ト
に
も
、
定

番
の
花
が
あ
る
の
を
ご
存
知
で
し
た
か
？　

ア
メ
リ
カ
で
は
バ
ラ
が
一
般
的
だ
と
さ

れ
、
日
本
で
は
さ
き
の
日
本
フ
ァ
ー
ザ
ー

【
カ
ー
ド
の
文
例
】

便利堂公式オンライショッ
プでは、ただいま「父の日
キャンペーン」を開催中！　
父の日限定の〈オリジナル
のし〉などのギフトパッケー
ジをご用意してお待ちして
います。

父の日キャンペー
ンページはこちら

ズ
・
デ
イ
委
員
会
が
開
催
す
る
「
父
の
日
黄

色
い
リ
ボ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
の
影
響
で
黄

色
の
バ
ラ
を
ギ
フ
ト
と
し
て
贈
る
こ
と
が
定

着
し
ま
し
た
。
花
言
葉
は
「
献
身
」「
さ
わ

や
か
」。
お
父
さ
ん
へ
感
謝
の
気
持
ち
を
伝

え
る
の
に
ぴ
っ
た
り
で
す
ね
。

父
の
日
ギ
フ
ト
に
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
添
え
て

　

お
父
さ
ん
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
、
自
分

の
言
葉
で
シ
ン
プ
ル
に
伝
え
ま
し
ょ
う
。
義

理
の
お
父
さ
ん
へ
も
、「
お
父
さ
ん
」
で
構

い
ま
せ
ん
。
日
頃
の
気
遣
い
へ
の
感
謝
や
、

次
の
帰
省
の
際
に
し
た
い
事
、
子
供
の
話
な

ど
も
喜
ん
で
い
た
だ
け
そ
う
で
す
ね
。
文
末

に
は
今
後
へ
の
気
遣
い
と
し
て
、
体
調
を
気

遣
う
言
葉
も
書
き
添
え
ま
し
ょ
う
。

増尾麻黄（ますお・あさぎ）：
美術はがきソムリエとして、手のひ
らサイズの美術館〈絵はがき〉の楽
しみ方をご提案します。手紙を書く
ときの一番の相棒はカステラ。大好
きなカステラ屋さんが閉店してから、
次なる相棒を探す日々。店舗で見か
けたらぜひお声をかけてください。

21

3 4 5

6 7 8

1《黄鳥　長春》葛飾北斎
2《見立伊勢物語（八つ橋）》鈴木春信　
3《芥子》小林古径
　以上、東京国立博物館
4《花葵》稲葉春生　岡山県立美術館
5《水車もクルクル　傘もクルクル》
　　谷内六郎
6《三千院》山本知克
7《青蓮院の老木》山口華楊
8《二条城緑雨》大野俊明　
　以上、京都文化博物館
　4 以外：￥110 / 4：￥102

　

桜
吹
雪
が
終
わ
り
を
迎
え
て
か
ら
、
夏

日
和
を
思
わ
せ
る
天
気
が
続
き
ま
し
た

が
、
初
夏
と
い
え
ば
梅
雨
と
と
も
に
し
っ

と
り
と
し
た
新
緑
と
カ
キ
ツ
バ
タ
や
芥

子
、
葵
が
美
し
く
咲
く
季
節
で
す
。

　

と
り
ど
り
の
情
景
が
描
か
れ
た
季
節
の

美
術
は
が
き
を
眺
め
た
り
、
お
便
り
を
し

た
た
め
た
り
し
て
、
雨
で
少
し
鬱
屈
す
る

時
間
を
心
穏
や
か
に
過
ご
す
の
も
お
す
す

め
で
す
。

　

梅
雨
が
あ
け
れ
ば
、
夏
本
番
。
祇
園
囃

子
を
待
ち
な
が
ら
、
し
ば
し
五
月
雨
を
楽

む
の
も
よ
い
も
の
で
す
。

11
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京
都
市
中
京
区
、
御
所
の
南
。
湿
度
が
一

定
に
保
た
れ
た
コ
ロ
タ
イ
プ
工
房
。

加
湿
器
の
蒸
気
が
照
明
に
き
ら
め
き
、
ガ

タ
ン
ガ
タ
ン
…
ブ
オ
ー
ン
と
重
厚
感
の
あ

る
音
を
立
て
る
機
械
の
周
り
を
、
職
人
た

ち
が
忙
し
そ
う
に
立
ち
回
り
ま
す
。
彼
ら

が
目
で
追
う
先
に
次
々
と
生
み
出
さ
れ
る

プ
リ
ン
ト
は
、
し
っ
と
り
と
艶
感
の
あ
る

コ
ロ
タ
イ
プ
プ
リ
ン
ト
。

　

イ
ン
キ
の
量
は
十
分
か
…

　
　

版
の
状
態
は
保
た
れ
て
い
る
か
…

　
　
　

刷
り
上
が
り
に
不
備
や
荒
れ
は
な

　
　
　
　

い
か
…

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
注
意
を
払
い
な
が

ら
、
皆
さ
ま
の
お
手
元
に
届
け
ら
れ
る
プ

リ
ン
ト
が
仕
上
げ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

コ
ロ
フ
ル

【
特
集
】

〝
コ
ロ
タ
イ
プ
を
も
っ
と
身
近
に
感
じ
て
欲
し
い
〟

〝
コ
ロ
タ
イ
プ
で
仕
上
げ
ら
れ
た
プ
リ
ン
ト
を

も
っ
と
多
く
の
方
の
お
手
元
に
届
け
ら
れ
た
ら
〟

そ
ん
な
思
い
か
ら
、
コ
ロ
タ
イ
プ
を
手
軽
に

ご
注
文
い
た
だ
け
る
サ
イ
ト
を
つ
く
り
ま
し
た
。

標
準
的
な
製
版（
弊
社
基
準
）を
施
し

作
業
時
間
や
色
校
正
を
省
く
こ
と
で
低
価
格
、
短
納
期
で

コ
ロ
タ
イ
プ
プ
リ
ン
ト
を
ご
提
供
い
た
し
ま
す
。

一
度
や
っ
て
み
た
か
っ
た
…
！ 

そ
ん
な
ご
期
待
に
お
応
え
し
ま
す
。

コロタイププリントを
もっと手軽に

お手元へ

13 12
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サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス

コロタイププリントを
もっと手軽に

お手元へ
名刺サイズ　

セルフポートレートやお気に入りの写真・絵
をプリントした、とびきりの名刺をつくりま
せんか？　鮮明な活字やロゴはもちろん、書
や鉛筆で描かれた手書きのサインも美しくプ
リントできます。名刺、ショップカード、手
札サイズのプリントとしてなど、さまざまな
シーンでご活用いただけます。

8x10 インチサイズ

見応え十分な 8x10 インチ（20.3 × 25.4cm）
のコロタイププリントが制作できます。素敵
なフレームに入れたら、プライベートスペー
スやオフィスの壁面に映える作品になるこ
と、間違いありません。保存性の高いコロタ
イプなら、日常的な展示や後世にのこしたい
家族の肖像にもぴったりです。

ポストカードをはじめ、ミニ額絵、記念品な
ど、アイディア次第で使い方はいろいろ。コ
ロタイプを用いれば、他にない独自な表現力
のある素敵なカードが作れます。四季折々の
ご挨拶や、人生の一場面を描き出す写真をコ
ロタイプで仕上げたら、きっとたくさんの方
に届けたくなるでしょう。

ポストカードサイズ

【価格例】
片面 100 部　27,000 円（税・送料別途）〜

【価格例】
片面 100 部　34,000 円（税・送料別途）〜

【価格例】
片面 10 部　44,500 円（税・送料別途）〜

後世にのこしたい家族の肖像にも 個性的な名刺でごあいさつアイディア次第で使い方はいろいろ

洋紙〈PHO〉　和紙〈楮
こうぞ
〉 和紙〈三

みつまた
椏鳥の子〉

ざっくりとした風合いと自然な白さ 印刷適性にすぐれた写真を刷るための紙やわらかい色目と艶

「Photograph」から命名されたこの紙は、富
士フィルムが写真印画紙用原紙を応用して開
発。表裏ともに平滑に仕上げられており、き
め細やかな肌触りでありながら、しっかりと
したこしがあります。ややクリームかかった
色目を使用することで、コントラストを保ち
ながらも温かみのあるプリントになります。

ざっくりとした肌触りと透け感の美しい薄手
の楮紙です。インキの吸収が良く、顔料の滑
らかでリッチな色のりを支えます。もともと
楮の繊維は太くて長いため、ベタ面には細か
な繊維の浮きが生じるかもしれません。それ
も楮ならではの風合いとしてお楽しみいただ
けるような軽やかさが特徴の和紙です。
※ 8 × 10 サイズのみ対応

日本では長きにわたって愛されてきた和紙
「鳥の子」。元来は栽培の難しい雁皮を主原料

に漉かれ「紙の王」と呼ばれましたが、材料
難から近縁の三椏や楮を原料にするようにな
りました。三椏を主原料に生産されたこの和
紙は表面に艶があり、インキのなじみも良い
ため、上質な黒の階調表現が可能になります。

【
ご
注
文
の
流
れ
】

ご
注
文
は
簡
単
な
６
ス
テ
ッ
プ

画
像
の
準
備

準
備
に
つ
い
て
詳
し
く
は
サ
イ
ト
の
「
入

稿
ガ
イ
ド
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

仕
様
と
価
格

サ
イ
ト
の
メ
ニ
ュ
ー
か
ら
、
ご
希
望
の
制

作
物
に
合
わ
せ
て
、
紙
の
向
き
や
種
類
、

部
数
な
ど
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
情
報
を
入
力
の
上
、
料
金
と
送
料
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
決
済
後
、「
注
文
を
す

る
」
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
終
了
で
す
。

注
文
を
確
定

画
像
の
登
録

画
像
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
、
画
像
サ
イ
ズ

や
向
き
、
重
ね
順
を
編
集
し
て
く
だ
さ
い
。

注
文
フ
ォ
ー
ム
へ
完
成
予
想
図
と
注
文
内
容
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

〈
コ
ロ
フ
ル
〉専
用
サ
イ
ト
は
こ
ち
ら

　

商
品
の
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
は
「
名
刺
サ

イ
ズ
」「
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
サ
イ
ズ
」「
８

×
10
イ
ン
チ
サ
イ
ズ
」
の
３
種
類
。

　

名
刺
や
手
札
サ
イ
ズ
の
可
愛
ら
し
い

メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
を
作
る
も
よ
し
、

ポ
ス
ト
カ
ー
ド
サ
イ
ズ
で
、
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
溢
れ
る
暑
中
見
舞
い
や
年
賀
状

も
作
成
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
お
部
屋

〝
コ
ロ
フ
ル
〟
は
、
コ
ロ
タ
イ
プ
を
手
軽
に

注
文
で
き
る
オ
ー
ダ
ー
サ
イ
ト
で
す
。

「
自
分
の
写
真
を
コ
ロ
タ
イ
プ
で
プ
リ
ン
ト

す
る
と
、ど
ん
な
仕
上
が
り
な
の
だ
ろ
う
？
」

「
コ
ロ
タ
イ
プ
で
プ
リ
ン
ト
を
作
っ
て
み
た

い
け
ど
、
高
い
の
で
は
？
」

「
ど
う
や
っ
て
注
文
し
た
ら
い
い
か
分
か
ら

な
い
」

と
い
っ
た
方
々
に
、
お
た
め
し
感
覚
で
ご
利

用
い
た
だ
け
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

や
オ
フ
ィ
ス
に
飾
る
額
装
作
品
を
作
り

た
い
方
に
は
、
８
×
10
イ
ン
チ
サ
イ
ズ

の
見
応
え
あ
る
コ
ロ
タ
イ
プ
プ
リ
ン
ト

を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

用
紙
は
、
和
紙
を
含
む
数
種
類
か
ら

お
選
び
い
た
だ
け
ま
す
。

　

初
め
て
の
コ
ロ
タ
イ
プ
。
あ
な
た
な

ら
ど
れ
を
選
び
ま
す
か
？

た
だ
い
ま
「
父
の
日
ギ
フ
ト
」
と

の
コ
ラ
ボ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
開
催

中
！
　
詳
し
く
は
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

サ
イ
ト
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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京都便利堂本店

京都御苑通
丸
烏

通
町
替
両

通
町
室

通
棚
衣

通
町
新

丸太町通

〒
京都市営地下鉄
丸太町駅６番出口

御池通

竹屋町通

夷川通

二条通

押小路通

便利堂

最寄駅

コロタイプギャラリー　

便利堂本社１F には、美術商品を取り揃えた
京都便利堂本店を開設しております。この５
月からは営業時間も変更し、よりお買い物し
ていただきやすくなりました。ぜひ京都にお
越しの際はお立ち寄りください。

【営業時間】　10：00 ～ 19：00
【 定 休 日 】　日・祝日
【Telephone】　075 － 231 － 4351（代表）

Information

会期：2022 年 4 月 22 日（金）～ 6 月 10 日（金）
開廊：平日 10：00 ～ 17：00
休廊：全日 12：00 ～ 13：00 と土・日・祝日
入場：無料

便利堂コロタイプギャラリー春季企画展示
「HARIBAN AWARD Grand Prize Winning Works 2014-2020」

京都便利堂本店がある便利堂本社には、年間を通じてさまざまなコロタイプ
作品を展示する〈コロタイプギャラリー〉が併設されています。
ただいまギャラリーでは、弊社が 2014 年から主宰するコロタイプ写真コン
ペティション《HARIBAN AWARD》の歴代優勝者の作品展を開催中です。

営業時間が変更になりました。夜7時まで、土曜も営業。

【アクセス】　
〒 604-0093　
京都市中京区新町通竹屋町下ル弁財天町 302 番地

〈 お車・タクシーでおこしの方〉
・京都駅から 15 分、お客様駐車場あります。
・タクシードライバーに「新町通り夷川（えびすがわ）上がる」とお伝えください。

〈 公共交通機関でおこしの方〉
・市営地下鉄烏丸線「丸太町」下車 ⑥番出口より徒歩７分
・市バス　「府庁前」下車徒歩５分
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京都便利堂オンラインショップ
www.kyotobenrido.com


