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　“One for All, All for One”　が世界的に広まったきっかけとして、
協同組合運動の創始者オーエンの影響を受けたフランスのカベが
『イカリア旅行記』の第３版（1845 年）の表紙と扉の両方に、この
標語を記したことがあるのではないか、とする説があるそうです。
真相は定かではないかもしれませんが、表紙と扉の文言が社会に大
きなインパクトを与えると考えると、本誌の表紙や扉の執筆になか
なか筆が進まなくなってしまいます…少しでも本誌を手に取っても
らえるようなフレーズを考えていきたいと思いました。（紗）

※詳細はホームページ （ http : //kurashitokyodo.jp） をご覧下さい。
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表紙紋様「いちごの紋様」 

食べられない苺を “蛇苺”、食べられる苺を “野苺” と言います。日本
では平安時代には野苺を食べていたようです。江戸時代末期になって、
現在のような苺がオランダ船で長崎にもたらされました。苺の和名を
“オランダ苺” というのはこのためです。ただし、はじめは食用では
なく、観賞用として親しまれていたようです。
この小紋柄 “いちご” のデザインは、“野苺” か？ “オランダ苺” か？江
戸時代のデザイナーは、どちらの “苺” をデザインしたのでしょうか？
 
　　　　　　　　　　    田内隆司／京小紋画像提供 （田内設計事務所）
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