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江
戸
小
紋
と
い
う
名
称
は
、
小
宮
康こ

う

助す
け（

一
八

八
二
│
一
九
六
一
）
を
一
九
五
五（
昭
和
三
十
）年

に
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者（
人
間
国
宝
）に
認

定
す
る
際
、
命
名
さ
れ
誕
生
し
た
。
文
様
や
技

法
が
多
様
化
し
、
意
味
や
解
釈
が
広
が
っ
て
い

た
小
紋
染
の
仕
事
の
中
で
、
江
戸
時
代
か
ら
の

技
法
や
模
様
を
受
け
継
ぐ
も
の
を
江
戸
小
紋
と

し
て
区
別
し
た
の
で
あ
る
。
小
宮
は
、
様
々
な
小

紋
の
中
か
ら
江
戸
時
代
に
武
家
の
間
で
流
行
し

発
展
し
た
裃

か
み
し
も

の
小
紋
柄
に
着
目
し
、
合
成
染
料

に
よ
る
色
糊
を
用
い
て
地
色
を
染
め
る「
し
ご

き
」の
技
法
を
実
用
化
し
て
、
極
め
て
精
緻
で
風

格
あ
る
作
品
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。《
清せ

い

雅が

地じ

江
戸
小
紋
着
物  

極ご
く

鮫ざ
め

》﹇
図
1
﹈は
、
同
じ
く
一

九
五
五
年
に
重
要
無
形
文
化
財「
伊
勢
型
紙  

錐き
り

彫ぼ
り

」保
持
者
の
認
定
を
受
け
た
型
彫
師
の
六ろ

く

谷た
に

紀き

久く

男お

（
一
九
〇
七
│
七
三
）と
小
宮
が
、
そ
の
認

定
を
機
に
最
も
難
し
い
柄
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る

「
極
鮫
」
に
あ
ら
た
め
て
挑
み
、
約
五
十
年
ぶ
り

に
完
成
し
た
型
紙
を
用
い
て
つ
く
り
上
げ
た
作

品
で
あ
る﹇
註
1
﹈。

＊

　

江
戸
小
紋
は
、
和
紙
を
柿
渋
で
加
工
し
た
型

地
紙
に
文
様
を
彫
り
抜
い
た「
型
紙
」
を
用
い

て
、
細
か
く
精
緻
な
文
様
を
単
色
で
表
現
す
る

型
染
の
技
法
を
用
い
た
染
め
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
型
紙
を
作
る
た
め
の
紙
漉
き
や
、
型
紙
に

強
度
を
も
た
ら
す
た
め
の
渋
加
工
、
微
細
な
文

様
を
彫
る
型
彫
り
、
そ
し
て
染
め
の
工
程
で
は

防
染
と
着
色
の
た
め
の
糊
作
り
、
糊
を
型
紙
の

上
か
ら
篦へ

ら

で
生
地
に
塗
布
し
て
い
く
型
付
け
、

染
め
な
ど
、
多
く
の
職
人
技
術
の
集
積
に
よ
り

構
築
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
工
程
に
も
勘
や
経
験
、

熟
練
し
た
技
が
必
要
だ
が
、
特
に
型
彫
り
と
型

付
け
が
難
し
い
仕
事
と
さ
れ
て
い
る
。
型
彫
師

に
は
、
染
め
上
が
り
を
も
想
定
し
た
精
緻
な
彫

り
を
施
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
型
付
師
に
お
い
て

は
微
塵
の
狂
い
も
な
く
生
地
に
型
を
配
置
し
、

そ
し
て
型
を
ず
ら
さ
な
い
よ
う
、
且
つ
染
め
際
が

ぼ
や
け
な
い
よ
う
に
糊
を
置
く
技
量
が
求
め
ら

れ
る
。
型
が
い
い
加
減
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
後
に

何
十
反
の
染
め
傷
と
な
っ
て
し
ま
い
、
ま
た
、
ど

ん
な
に
優
れ
た
型
で
あ
っ
て
も
型
付
け
の
技
術

が
伴
わ
な
け
れ
ば
柄
の
狂
い
や
染
め
む
ら
を
起

こ
し
、
型
の
良
さ
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
小
紋
の
仕
事
に
お
い
て
型
彫
師
と
型
付
師

は
特
に
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
相
互
す
る
技
の

緊
張
に
よ
っ
て
巧
緻
な
技
術
が
生
ま
れ
、
精
緻

極
ま
る
作
品
が
つ
く
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
仕
事
が
精
巧
化
し
、
技
術
的
に

大
き
な
進
展
を
見
せ
た
の
は
、
小
紋
が
盛
ん
に

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
江
戸
時
代
と
、
染
織

の
分
野
で
改
良
進
歩
が
行
わ
れ
た
明
治
、
大
正

時
代
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

礼
服
と
し
て
の
裃
に
小
紋
を
着
用
し
た
江
戸

時
代
の
諸
大
名
た
ち
は
、
他
藩
の
大
名
に
対
す

る
衣
服
へ
の
気
遣
い
か
ら
好
み
の
小
紋
柄
を
染

め
さ
せ
、
そ
の
ニ
ー
ズ
に
あ
わ
せ
る
か
の
よ
う
に

新
し
い
柄
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
生
み
出
さ
れ
た
。
や
が

て
大
名
ら
は
独
自
に
技
巧
を
凝
ら
し
た
特
定
の

小
紋
柄
を
占
有
し
、「
留
め
柄
」ま
た
は「
定
め
小

紋
」
と
称
し
て
他
家
で
そ
の
柄
を
使
用
す
る
こ

と
を
禁
じ
た
。「
定
め
小
紋
」に
は
、
徳
川
家（
御お

召め
し

十じ
ゅ
う）、
紀
州
徳
川
家（
極ご
く

鮫ざ
め

）、
加
賀
前
田
家（
菊き
く

菱び
し

）な
ど
が
あ
る
。
江
戸
末
期
か
ら
明
治
に
か
け

て
は
、
特
に
細
か
い
小
紋
が
流
行
し
職
人
の
間

で
そ
の
技
が
競
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。「
定
め
小

紋
」は
家
紋
の
結
晶
を
意
味
し
、
大
名
た
ち
は
そ

こ
に
品
格
と
精
緻
さ
を
求
め
た
。
職
人
達
も
そ

の「
定
め
小
紋
」を
手
が
け
る
栄
誉
を
獲
得
し
よ

う
と
技
術
の
競
い
合
い
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、

技
の
極
地
と
も
言
え
る
柄
が
生
み
出
さ
れ
て

い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
明

治
以
降
、
廃
藩
と
と
も
に
こ
う
し
た
定
め
は
消

え
、
一
般
の
着
物
の
柄
に
も
自
由
に
取
り
入
れ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。＊

　

一
八
九
四（
明
治
二
十
七
）年
、
小
宮
は
十
三
歳

で
浅
草
象き

さ

潟か
た

町
の
若
松
屋
と
い
う
小
紋
の
型
付

屋
に
弟
子
入
り
奉
公
を
し
、
染
織
の
世
界
に
足

を
踏
み
入
れ
た
。
当
主
の
浅
野
茂
十
郎
は
型
付

師
の
間
で
名
人
と
し
て
知
ら
れ
、他
に
も
優
れ
た

職
人
が
揃
っ
て
い
た
と
い
う
。
初
め
は
、
主
に
ゆ

か
た
地
に
用
い
ら
れ
る
中
形
の
型
付
け
を
学
び
、

後
に
中
形
よ
り
も
技
術
を
要
す
る
小
紋
の
型
付

け
を
学
ん
だ
。
明
治
維
新
後
の
服
装
の
改
正
で

裃
が
廃
止
さ
れ
、
中
形
が
全
盛
の
時
代
で
小
紋

を
手
が
け
る
職
人
が
減
少
し
て
い
た
中
、小
宮
は

「
最
も
手
間
の
か
か
る
も
の
を
す
れ
ば
仕
事
が
な

く
な
る
こ
と
は
無
い
」と
考
え
、
後
に
関
東
大
震

災
や
戦
争
な
ど
の
動
乱
、
人
々
の
生
活
ス
タ
イ
ル

の
変
化
に
よ
り
幾
度
と
な
く
そ
の
継
続
が
難
し

い
状
況
に
陥
っ
た
中
で
も
、
ひ
た
す
ら
に
小
紋
の

仕
事
に
向
き
合
っ
て
い
っ
た
。
二
十
一
歳
で
年
季

奉
公
が
終
わ
る
と
、
小
紋
の
研
究
の
た
め
に
東

京
お
よ
び
近
県
の
小
紋
屋
へ
修
行
に
出
る
。
当

時
は
よ
い
技
術
を
持
っ
て
さ
え
い
れ
ば
ど
こ
で
も

仕
事
が
で
き
る
と
い
う
渡
職
人
の
シ
ス
テ
ム
が
あ

り
、
型
付
師
は
自
分
の
竹て

け

篦べ
ら

を
持
参
し
て
各
板

場
を
ま
わ
っ
て
修
行
を
し
、
小
紋
屋
は
宿
泊
場

所
や
食
事
を
与
え
て
職
人
を
迎
え
入
れ
て
い
た
。

そ
の
仕
事
ぶ
り
は
一
目
置
か
れ
、
難
し
い
型
付
け

の
仕
事
が
入
る
と
小
宮
に
注
文
が
来
る
よ
う
に

な
り
、
そ
の
後
一
九
〇
七（
明
治
四
十
）年
に
独
立

 

内
藤
裕
子

小
宮
康
助《
清
雅
地
江
戸
小
紋
着
物  

極
鮫
》に
つ
い
て

作
品
研
究
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し
て
浅
草
で
開
業
し
、
当
初
は
京
都
の
型
彫
屋

か
ら
型
紙
を
取
り
寄
せ
、
小
宮
が
得
意
と
し
て

い
た
精
緻
な
極
柄
の
小
紋
と
長
板
中
形
を
専
業

と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
独
立
を
機
に
明
治
三
十

年
代
か
ら
東
京
に
も
普
及
し
は
じ
め
た
合
成
染

料
を
用
い
て
、
奉
公
中
か
ら
は
じ
め
て
い
た
染
色

の
研
究
を
本
格
的
に
手
が
け
て
い
く
。
そ
の
狙
い

は
、
褪
色
し
や
す
い
植
物
染
料
に
か
わ
る
染
め
の

改
良
と
、
型
付
け
の
仕
事
だ
け
に
飽
き
足
ら
な

か
っ
た
小
宮
の
、
型
付
け
と
染
め
の
分
業
体
制
を

改
革
し
て
両
者
を
兼
ね
た
染
物
屋
を
確
立
し
た

い
と
い
う
思
い
か
ら
で
あ
っ
た﹇
註
2
﹈。

＊

　

日
本
に
合
成
染
料
が
も
た
ら
さ
れ
た
明
治
初

期
に
は
、
ま
ず
紅
、
赤
、
紫
色
の
染
料
が
京
都

に
輸
入
さ
れ
、
か
つ
て
見
た
こ
と
も
な
い
そ
の
鮮

や
か
な
美
し
さ
は
、
従
来
の
渋
い
植
物
染
料
の

色
に
な
れ
た
眼
に
は
大
変
な
魅
力
で
あ
っ
た
と

い
う
。
合
成
染
料
は
植
物
染
料
に
比
べ
簡
便
に

染
め
出
す
こ
と
が
で
き
た
た
め
す
ぐ
さ
ま
全
国

に
普
及
し
、
京
都
の
広
瀬
治
助
は
文
様
と
地
色

を
同
時
に
染
め
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
写
し
糊

を
開
発
す
る
。
小
宮
が
型
付
け
を
始
め
た
頃
は
、

植
物
染
料
を
用
い
て
生
地
の
地
色
を
刷
毛
で
染

め
て
い
た
が
、
こ
の
写
し
糊
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、

型
付
け
後
の
生
地
の
上
に
合
成
染
料
を
混
ぜ
た

色
糊
を
塗
布
し
て
地
色
を
染
め
る「
し
ご
き
」の

技
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
成
功
し
、
型
付
け

か
ら
地
染
め
ま
で
を
自
ら
一
貫
し
て
行
う
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
。「
し
ご
き
」は
、
型
付
け
し
た

糊
を
傷
め
な
い
よ
う
、
平
坦
に
、
均
一
に
色
糊
を

塗
ら
な
い
と
染
む
ら
が
起
こ
り
、
厚
く
塗
り
す

ぎ
る
と
余
分
な
染
料
や
水
分
が
柄
に
染
み
込
ん

で
し
ま
い
、
反
対
に
薄
け
れ
ば
、
柄
が
は
っ
き
り

と
染
ま
ら
な
い
。
型
付
け
同
様
、
細
心
の
注
意

と
技
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
植
物
染
料
で

の
染
め
は
、
藍
や
茶
、
グ
レ
ー
な
ど
、
ご
く
限
ら

れ
た
淡
い
色
調
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
し
ご
き
」

に
よ
っ
て
自
由
な
色
を
表
現
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
り
、
い
ま
ま
で
に
な
い
色
彩
の
小
紋
が
生
み

出
さ
れ
て
い
っ
た
。
合
成
染
料
の
実
用
化
と
い
う

小
宮
が
成
し
得
た
改
革
は
、
確
か
な
技
術
を
基

に
し
て
時
代
の
流
れ
に
即
し
た
新
し
い
感
覚
の

小
紋
を
つ
く
り
出
し
、
古
く
か
ら
あ
る
型
紙
と

糊
、
そ
し
て
新
し
い
合
成
染
料
と
い
う
材
料
を

組
み
合
わ
せ
て
小
紋
の
仕
事
を
新
し
い
ス
テ
ー

ジ
へ
と
い
ざ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
改
革
と
と
も
に
、
小
宮
は
自
身
の

仕
事
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
型
紙
の
保
存
と

復
元
に
力
を
注
ぎ
、
生
涯
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し

た
。「
型
さ
え
残
せ
ば
、
小
紋
は
誰
か
が
や
る
」を

口
癖
に
し
、
古
い
型
紙
を
金
銭
惜
し
ま
ず
に
買

い
集
め
、
後
々
の
役
に
立
つ
よ
う
に
と
保
存
し

た
。
型
紙
は
、
生
地
一
反
分
の
柄
を
染
め
終
わ

る
と
、
保
存
の
た
め
に
型
付
け
で
用
い
た
糊
が

乾
か
な
い
う
ち
に
何
回
と
な
く
水
洗
い
し
染
料

や
糊
を
落
と
す
。
柿
渋
で
補
強
し
て
あ
る
と
は

い
え
、
元
来
は
紙
で
あ
る
た
め
使
用
に
伴
う
傷

み
が
出
て
く
る
も
の
で
、
型
の
寿
命
は
よ
い
型
で

あ
れ
ば
百
反
分
、
特
別
な
も
の
で
は
十
反
分
で

使
え
な
く
な
る
も
の
も
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
型

紙
は
消
耗
品
で
あ
り
、
新
た
に
製
作
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。
型
彫
り
の
仕
事
が
途
絶
え
れ
ば

型
が
で
き
ず
染
め
も
で
き
な
く
な
り
、
ま
た
彫
り

の
技
術
が
低
下
す
れ
ば
、
染
め
も
の
の
質
も
低

下
す
る
。
小
宮
は
収
集
し
た
型
紙
の
優
品
を
手

本
に
新
た
な
製
作
を
定
期
的
に
依
頼
す
る
こ
と

で
、
型
紙
の
仕
事
そ
し
て
技
術
の
廃
絶
を
防
い

だ
の
で
あ
る
。
小
宮
自
身
、
関
東
大
震
災
で
の
火

災
で
型
紙
を
失
い
、
新
た
に
蒐
集
す
る
た
め
一

年
ほ
ど
か
け
て
地
方
を
巡
っ
た
が
、
型
彫
師
は

伊
勢
と
京
都
に
数
人
残
る
だ
け
と
な
っ
て
お
り

入
手
ま
で
に
は
苦
労
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後

も
戦
災
な
ど
で
幾
度
と
な
く
型
紙
を
失
う
経
験

を
し
て
い
る
。
型
紙
を
蒐
集
す
る
こ
と
は
、
ま
ず

は
目
先
の
仕
事
を
行
う
た
め
に
必
要
だ
っ
た
で

あ
ろ
う
が
、
過
去
の
優
れ
た
型
紙
が
失
わ
れ
る

こ
と
へ
の
危
機
感
と
、
技
術
の
機
械
化
や
技
法

の
合
理
化
が
進
め
ら
れ
る
社
会
や
経
済
の
変
化

の
中
で
型
彫
師
の
減
少
と
質
の
低
下
の
状
況
を

肌
で
感
じ
、
技
を
守
り
伝
え
る
一
つ
の
方
法
で

あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
後
、
小

宮
は
縞し

ま

彫ぼ
り

で
知
ら
れ
た
児
玉
清（
人
間
国
宝
）、錐き

り

彫ぼ
り

の
六
谷
紀
久
男
ら
に
型
紙
製
作
を
依
頼
し
、

図1  小宮康助《清雅地江戸小紋着物 極鮫》部分  1958年
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技
の
共
同
構
築
に
努
め
て
い
っ
た
。

＊

　

六
谷
紀
久
男
は
、
錐
彫
の
中
で
も
精
緻
な
鮫

小
紋
や
通
し
小
紋
の
研
究
を
行
い
、
そ
の
名
手

と
知
ら
れ
て
い
た
。
錐
彫
は
、
ご
く
薄
い
鋼
を
半

円
形
に
曲
げ
た
針
の
よ
う
に
細
い
錐
に
よ
り
、
微

細
な
点
の
並
び
で
文
様
を
あ
ら
わ
す
伊
勢
型
紙

の
彫
り
の
中
で
も
古
く
か
ら
あ
る
技
法
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
錐
彫
に
よ
る
柄
の
中
で
、
鮫
皮
を
文

様
化
し
点
を
並
べ
て
円
弧
形
に
重
ね
て
構
成
し

た「
鮫
」、
斜
め
に
は
し
る
点
か
ら
な
る「
行
儀
」、

縦
横
均
等
に
並
ぶ
点
か
ら
な
る「
通
し
」
は
、
格

調
の
高
い
柄
と
し
て「
小
紋
三
役
」
と
言
わ
れ
、

最
も
密
度
が
あ
り
細
か
い
も
の
は「
極
」と
呼
ば

れ
、「
極
鮫
」﹇
図
2
﹈「
極
行
儀
」﹇
図
3
﹈「
極
通
し
」

﹇
図
4
﹈
は
一
見
す
る
と
無
地
に
限
り
な
く
近
い

が
、
近
づ
い
て
み
る
と
粒
の
一
つ
一
つ
が
乱
れ
無

く
整
然
と
し
、
た
だ
細
か
い
だ
け
で
は
な
い
繊
細

さ
と
精
美
な
味
わ
い
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も「
極

鮫
」は
、
図
柄
の
割
り
出
し
の
方
法
は
不
可
解
と

さ
れ
て
お
り
、
彫
り
を
行
う
際
に
は
過
去
の
型
紙

を
転
写
し
て
原
型
に
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。

着
物
地
に
染
め
上
げ
ら
れ
た
極
鮫
に
視
線
を
落

と
す
と
、
完
全
に
計
算
し
尽
く
さ
れ
た
精
緻
な

割
付
文
様
に
見
え
な
が
ら
わ
ず
か
な
揺
ら
ぎ
が

見
ら
れ
、
し
か
し
そ
れ
が
乱
れ
に
は
な
っ
て
お
ら

ず
全
体
を
不
思
議
な
秩
序
に
導
い
て
い
る
。
そ

れ
は
無
限
に
広
が
る
水
の
よ
う
に
も
、
増
殖
す
る

生
命
体
の
よ
う
に
も
見
え
、
も
っ
と
有
機
的
な
文

様
の
よ
う
で
あ
る
。
父
・
康
助
の
伝
統
を
継
承
し

て
一
九
七
八（
昭
和
五
十
三
）年
人
間
国
宝
と
な
っ

た
小
宮
康
孝
は「
極
鮫
」に
つ
い
て
、「
昔
の
人
が

な
ぜ
こ
ん
な
細
か
い
柄
を
精
魂
込
め
て
や
る
の
か

理
解
で
き
な
か
っ
た
が
、
型
彫
師
は
眼
に
も
気
持

ち
に
も
さ
わ
ら
な
い
無
を
求
め
て
、
こ
ん
な
小
紋

が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
自
分
で
染
め
た
極

鮫
の
粒
を
眼
で
追
っ
て
い
る
と
、
非
常
に
美
し
い

無
限
の
宇
宙
を
表
現
す
る
小
紋
が
で
き
あ
が
る

の
だ
と
感
じ
た
」﹇
註
1
﹈と
い
う
。

　

あ
く
ま
で
も
点
の
連
続
性
を
も
と
に
し
て
い
る

鮫
紋
は
、一
見
単
純
な
模
様
に
見
え
る
が
、
最
も

細
か
い
と
さ
れ
る「
極
鮫
」
の
文
様
に
は
一
寸
角

の
サ
イ
ズ
の
中
に
九
百
近
い
点
が
施
さ
れ
て
お

り
、一
枚
の
型
紙
に
は
六
万
以
上
も
の
点
を
彫
る

計
算
に
な
る
。
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
仕
事
に
錐

一
本
で
挑
む
こ
と
は
、
技
術
力
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
持
久
力
、
集
中
力
、
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
る

精
神
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
鮫
小
紋
の

仕
事
は
身
を
削
る
よ
う
な
苦
労
の
割
に
そ
の
手

間
が
理
解
さ
れ
に
く
く
、
型
彫
師
ら
は
敬
遠
し
て

い
た
。
小
宮
康
助
は
、
手
が
け
る
職
人
が
い
な
く

な
っ
て
い
た「
極
鮫
」
の
型
紙
の
製
作
を
、
戦
前

戦
後
、
六
谷
に
幾
度
と
な
く
依
頼
し
て
い
た
が
完

成
に
は
至
ら
ず
、
人
間
国
宝
の
認
定
を
き
っ
か
け

に
、
あ
ら
た
め
て
依
頼
を
し
た
。
小
紋
の
神
髄
は

細
か
さ
に
挑
む
こ
と
で
あ
る
と
し
た
小
宮
は
、
難

し
い
染
め
に
生
涯
情
熱
を
傾
け
た
が
、
江
戸
小
紋

の
極
地
の
ひ
と
つ
と
も
言
え
る「
極
鮫
」に
向
き

合
う
こ
と
で
、
自
身
の
仕
事
の
到
達
点
を
形
に
し

後
世
に
し
め
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

小
紋
の
仕
事
は
、
質
を
落
と
さ
ず
に
そ
の
技
を
継

承
す
る
だ
け
で
も
大
変
な
修
行
を
必
要
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
小
宮
が
成
し
得
た
小
紋
の
仕
事
の

改
革
か
ら
は
、
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

を
つ
く
り
、
時
代
の
変
化
に
挑
も
う
と
す
る
姿
勢

を
感
じ
る
の
で
あ
る
。 

（
工
芸
課
客
員
研
究
員
）

註1  

小
宮
康
孝
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク「
現
代
の
型
染

│

く
り
か
え
す
パ
タ
ー
ン
」東
京
国
立
近
代
美
術
館
工
芸

館
、一
九
九
四
年
一
月
十
五
日
。

2  

小
宮
康
助「
江
戸
小
紋
と
共
に
」『
日
本
工
藝
』第
十

八
号
、
芸
艸
堂
、一
九
五
七
年
五
月
。

図3  小宮康助《清雅地江戸小紋着物 極行儀》部分  

1958年  東京国立近代美術館蔵

図4   小宮康助《清雅地江戸小紋着物 極通し》部分  

1958年  東京国立近代美術館蔵

図2  図1小宮康助《清雅地江戸小紋着物 極鮫》部分
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お詫びと訂正：本誌 603号、8頁、図 1の内容に一部誤りがございました。
「1801年の」→「1881年の」　訂正してお詫びいたします。
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映画をめぐる美術─ マルセル・ブロータースから始める／所蔵作品展   花
Review

あなたの肖像─ 工藤哲巳回顧展／泥とジェリー

東京国立近代美術館賛助会員 
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