


本誌について

『服をめぐる』は、京都服飾文化研究財団（KCI）が収蔵する膨大な西洋服飾コレクションを手がかりに、服飾
の歴史や文化を分かりやすくお伝えする小冊子です。文学者やアーティストからの視点、日本の伝統産業と
の関わり、研究現場からのレポートなど、さまざまな観点から服飾の世界にアプローチします。服をめぐる
旅が今、ここから始まります。

京都服飾文化研究財団（KCI）とは

京都服飾文化研究財団（The Kyoto Costume Institute, 略称 KCI）
は、西洋の服飾やそれにかかわる文献資料を収集・保存し、調査・研
究する機関として、1978年に株式会社ワコールの出捐によって設立さ
れました。現在、18世紀から現代までの衣装など服飾資料を約13,000
点、文献資料を約20,000点収蔵。それらを多角的に調査・研究し、そ
の結果を国内外での展覧会（「モードのジャポニスム」展、「身体の夢」
展、「FUTURE BEAUTY：日本ファッションの30年」展など）や、研究
誌（『DRESSTUDY』、『Fashion Talks...』）の発行を通じて公開しています。
ウェブサイト　http://www.kci.or.jp/
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著
名
人
が
各
々
の
目
を
通
し
�
K
C
I
の
収

蔵
品
を
語
る
﹁
一
人
一
品
﹂
�
今
回
の
ゲ
ス
ト

は
詩
人
の
岡
本
啓
さ
ん
で
す
�

岡
本
さ
ん
は
1
9
8
3
年
生
ま
れ
�
13
歳
で
東
京

に
移
る
ま
で
仙
台
で
過
ご
さ
れ
ま
し
た
�
20
代

後
半
で
詩
の
世
界
に
ふ
れ
�
自
ら
も
詩
を
書
き

は
じ
め
る
よ
う
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な
り
ま
し
た
�
ワ
シ
ン
ト
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C
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滞
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�
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誌
﹃
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手
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﹄
へ

投
稿
し
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が
2
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詩
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賞
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受
賞
�
ま
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�
帰
国
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梓
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一
詩
集
﹃
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フ
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テ
ィ
﹄︵
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潮
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︶
が
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2
0
1
5
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�
第
20
回
中
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也
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�
第
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回

H
氏
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
�
現
在
は
京
都
市

在
住
�
今
夏
�
第
二
詩
集
﹃
絶
景
ノ
ー
ト
﹄

を
刊
行
予
定
で
す
�

鋭
い
感
性
と
深
い
洞
察
力
で
静せ
い
ひ
つ謐

な
こ
と
ば
を

紡
ぐ
岡
本
さ
ん
�
そ
ん
な
岡
本
さ
ん
が
選
ん
だ

K
C
I
の
収
蔵
品
は
�
1
8
3
0
年
代
の
フ
ラ

ン
ス
製
の
靴
�
麦
わ
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と
ホ
ー
ス
ヘ
ア
︵
馬
の

毛
︶
で
編
ま
れ
た
繊
細
な
逸
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で
す
�
こ
の
靴

を
岡
本
さ
ん
は
ど
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よ
う
な
こ
と
ば
で
表
現
し

た
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で
し
ょ
う
か
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コ
ー
ヒ
ー
の
な
か
の
砂
糖

ひ
さ
し
ぶ
り
に
ひ
ら
い
た
傘
に
見
つ
か
る
穴

火
か
ら
お
ろ
し
た
ス
ー
プ
の
黄
色
い
沈
黙
の
な
か
に

か
ぼ
ち
ゃ
が
丸
ご
と
煮
崩
れ
て
い
る

内
側
は
い
つ
も
う
か
が
い
し
れ
な
い

透
明
の
瓶
に
す
れ
ば
よ
か
っ
た

塩
を
�
き
ら
し
て
し
ま
っ
た

横
倒
し
に
な
っ
た
ブ
ナ

年
輪
は
�
そ
こ
で
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た

幹
は
焚
き
火
に
放
り
込
ま
れ
�
空
に
あ
が
っ
て
い
っ
た
？

い
い
え
�
生
き
の
び
て
い
る

時
折
轟
音
に
揺
さ
ぶ
ら
れ

枕
木
と
し
て
じ
っ
と
レ
ー
ル
の
重
み
に
た
え
て
い
る

打
ち
捨
て
ら
れ
�
静
か
に
腐
っ
て
い
く
内
側
に
も

犬
釘
が
じ
っ
と
生
き
て
い
る

わ
た
し
だ
っ
て
そ
う

野
原
に
は
い
か
な
い

砂
浜
に
は
い
か
な
い

蚕か
い
こ
の
や
し
ろ

ノ
社
�
帷か

た

び

ら

の

つ

じ

子
ノ
辻

こ
の
狭
い
区
域
の
な
か
で

ど
れ
だ
け
わ
た
し
が
満
足
し
て
い
る
か

だ
れ
に
も
推
し
量
れ
な
い

透
明
の
靴
を
編
む

岡
本 

啓

一
人
一
品 

�
詩
�
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琥
珀
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
幼
虫
み
た
い

ち
ょ
っ
と
だ
け
響
く
よ
う
に

呟
い
て
み
た

生
白
い
こ
の
足
を

心
地
の
良
い
こ
と
ば
で

取
り
繕
っ
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
な

内
側
に
は

雪
玉
に
も
ぐ
り
こ
ま
せ
た
石
の
よ
う
な

悪
意
の
一
撃
も
あ
る
か
ら

ふ
と
雨
が
き
て

い
つ
も
の
庭
先
に

ふ
い
に
は
っ
き
り
蜘
蛛
の
巣
が
あ
ら
わ
れ
た

空
中
に
ひ
っ
か
か
っ
た
幾
何
学
模
様

捕
ら
え
ら
れ
た
よ
う
に

見
惚
れ
て
い
た

ど
こ
に
も
い
け
な
い

は
じ
め
て
お
も
っ
た

と
う
と
つ
に
小
さ
な
住
処
を
わ
た
し
は
引
き
裂
く

ね
ば
つ
く
糸
が
つ
ま
さ
き
に
絡
ま
っ
て

透
明
の
一
足
が
編
み
あ
が
る

雨
上
が
り
の
紫
色
の
空

い
つ
の
ま
に
か
そ
の
紫
色
は
低
く
ま
ぎ
れ
て

夜
が
座
り
込
ん
で
い
た

や
っ
ぱ
り

裸
の
ま
ま
の
生
白
い
足
だ
っ
た

夜
の
土
を
踏
ん
だ
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靴
1830年代　フランス製

京都服飾文化研究財団所蔵　成田舞撮影

麦わらとホースヘア（馬の毛）で編まれた繊

細な作りの靴。内側は絹タフタ、靴底は革。

室内で履かれたものと思われる。

本品のようなヒールがないフラット・シューズ

は1820年代から30年代にかけて流行した

かたちである。

岡本さんが選んだ一品

ど
こ
に
い
か
な
く
て
も
い
い

た
だ
�
わ
た
し
は
拒
否
す
る

わ
た
し
の
た
め
の
朝
焼
け
を

息
を
の
む
ほ
ど
高
い
�
こ
の
失
望
こ
そ

わ
た
し
の
も
の

ど
ん
な
残
忍
な
仏
頂
面
も

会
話
を
交
わ
せ
ば

中
庭
が
ひ
ろ
が
っ
て
�
そ
こ
か
ら
の
空
は
高
い

だ
か
ら
っ
て
�
テ
ロ
リ
ス
ト
の
犯
行
声
明
が
理
解
で
き
る
？

あ
な
た
の
内
側
に
神
秘
は
な
い

あ
な
た
に
あ
る
の
は

た
だ
た
だ
反
射
す
る
瞳
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7

K
C
I
の
収
蔵
品
に
み
ら
れ
る
技
法
や

素
材
を
手
が
か
り
に
、各
地
を
訪
れ
ま
す
。

備後撚糸株式会社取締役社長、光成明浩さん

2
0
1
4
年
の
秋
�
﹁
和
紙　

日
本
の
手
漉
和
紙
技
術
﹂
が
ユ
ネ
ス
コ

の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
�
報
道
で
は
連
日
�
伝
統
的
な
手
漉
き

作
業
の
様
子
や
各
地
に
伝
わ
る
歴
史
が
紹
介
さ
れ
�
そ
の
と
き
に
和
紙
の

魅
力
を
再
認
識
し
た
人
も
多
か
っ
た
だ
ろ
う
�
和
紙
を
手
に
取
る
と
�
私

た
ち
が
日
常
に
使
う
コ
ピ
ー
用
紙
や
画
用
紙
の
無
機
質
な
質
感
と
は
違
い
�

繊
維
の
重
な
り
や
温
か
く
柔
ら
か
い
風
合
い
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
�
紙

は
植
物
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
�
と
い
う
こ
と
に
改
め
て
気
づ
く
�

日
本
に
は
�
障
子
や
襖
の
よ
う
に
紙
が
生
活
の
な
か
に
溶
け
込
み
�
親

し
ま
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
�
衣
服
も
例
外
で
は
な
く
�
千
年
近
く
続
い

て
き
た
伝
統
的
な
和
紙
製
の
衣
服
が
存
在
す
る
�
紙か

み

こ衣
�
そ
し
て
紙し

ふ布
と

呼
ば
れ
る
も
の
だ
�
紙
衣
︵
﹁
紙
子
﹂
と
も
書
く
︶
︵
図
1
︶
は
和
紙
自
体
を

生
地
に
見
立
て
�
柔
ら
か
く
な
る
ま
で
揉
ん
だ
後
�
糸
で
縫
い
合
わ
せ
て

衣
服
に
す
る
�
鎌
倉
時
代
か
ら
庶
民
の
安
価
な
防
寒
着
と
し
て
着
用
さ
れ
�

江
戸
時
代
に
は
油
や
柿
渋
�
漆
を
塗
っ
て
防
水
し
た
合
羽
も
広
ま
っ
た
�
ま

た
高
級
な
和
紙
を
用
い
た
も
の
は
通
人
の
粋
と
さ
れ
て
き
た
�
一
方
の
紙

布
︵
図
２
︶
は
和
紙
を
細
く
切
り
�
撚
り
を
か
け
て
作
っ
た
紙
糸
を
用
い
て

織
り
あ
げ
た
も
の
だ
�
タ
テ
糸
�
ヨ
コ
糸
と
も
に
紙
糸
を
用
い
る
も
の
も

あ
れ
ば
�
絹
糸
や
綿
糸
�
麻
糸
を
タ
テ
糸
に
�
紙
糸
を
ヨ
コ
糸
と
し
て
織
っ

た
も
の
も
あ
る
�
紙
衣
と
紙
布
に
み
ら
れ
る
紙
製
の
衣
服
は
遠
い
過
去
の

も
の
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
�
実
は
そ
う
で
は
な
い
�
い
ま
�
注
目
さ
れ
て

い
る
衣
服
素
材
の
ひ
と
つ
�
そ
れ
が
紙
な
の
だ
�

和
紙
を
原
料
に
独
自
の
糸
を
開
発
す
る
会
社
が
広
島
県
福
山
市
に
あ
る

と
聞
き
�
訪
ね
て
み
る
こ
と
に
し
た
�
備
後
撚
糸
株
式
会
社
は
福
山
市
の

中
心
部
か
ら
車
で
約
40
分
北
西
に
い
っ
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
�
芦

田
川
か
ら
ほ
ど
近
く
�
周
辺
に
は
繊
維
工
場
が
立
ち
並
ぶ
�
昭
和
2
年
創

業
の
同
社
は
長
ら
く
撚
糸
加
工
を
専
門
と
し
て
き
た
�
撚
糸
加
工
と
は
�
紡

績
糸
を
複
数
本
に
引
き
揃
え
︵
こ
の
工
程
を
﹁
合
糸
﹂
と
い
う
︶
�
そ
れ
を
撚

糸
機
で
撚
り
を
か
け
る
こ
と
を
指
す
�
そ
し
て
出
来
上
が
っ
た
撚
糸
は
織

り
や
編
み
専
門
の
会
社
�
糸
を
染
め
る
染
色
会
社
に
出
荷
さ
れ
て
い
く
�
商

社
な
ど
か
ら
の
要
望
に
合
わ
せ
�
同
社
は
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
特
色
あ
る

糸
を
生
み
出
し
て
き
た
�
い
わ
ば
糸
の
ブ
レ
ン
ダ
ー
だ
�

は
つ
ら
つ
と
し
た
笑
顔
で
社
長
の
光
成
明
浩
さ
ん
が
出
迎
え
て
く
れ
た
�

﹁
撚
糸
は
繊
維
業
界
の
川
上
に
位
置
し
て
い
て
�
あ
ま
り
表
に
で
な
い
工
程

で
す
が
�
糸
に
強
度
を
持
た
せ
た
り
�
様
々
な
機
能
を
与
え
る
重
要
な
加

工
な
ん
で
す
�
﹂
例
え
ば
二
種
類
の
異
な
る
紡
績
糸
を
撚
糸
に
す
る
場
合
�

合
糸
の
配
合
�
撚
り
の
方
向
や
回
数
で
全
く
違
っ
た
風
合
い
や
強
度
の
糸

が
出
来
る
た
め
�
最
終
製
品
に
合
わ
せ
て
加
工
内
容
を
変
え
る
の
だ
と
い

う
�
光
成
さ
ん
が
和
紙
に
魅
せ
ら
れ
た
の
は
�
十
年
近
く
前
の
こ
と
だ
っ

た
�
﹁
そ
れ
ま
で
撚
糸
業
は
委
託
加
工
業
と
い
う
の
が
業
界
の
常
識
だ
っ
た

の
で
す
が
�
撚
糸
加
工
会
社
か
ら
何
か
新
し
い
糸
を
提
案
し
て
も
い
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
っ
て
思
っ
た
ん
で
す
�
和
紙
は
難
し
い
と
思
わ
れ
て
き
た
素

材
な
の
で
�
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
に
火
が
つ
き
ま
し
た
�
﹂
商
社
の
下
請
け
に

甘
ん
じ
る
こ
と
な
く
�
今
ま
で
に
な
い
提
案
型
の
撚
糸
を
世
に
送
り
出
し

た
い
�
そ
ん
な
情
熱
が
彼
を
後
押
し
し
た
�
﹁
こ
れ
が
原
料
と
な
る
和
紙
の

テ
ー
プ
で
す
�﹂
四
国
の
製
紙
会
社
で
特
注
を
し
て
い
る
と
い
う
幅
１
ミ
リ

江戸時代中期から明治期の下着「汗はじき」
京都服飾文化研究財団所蔵

江戸時代後期の

「紙衣袖無羽織」
京都服飾文化研究財団所蔵

衿と裾には紙布（タテ糸に綿糸、ヨコ糸に和紙

糸）が使用されている。ネット状の部分はすべて

和紙糸から成る

彩色版画の和紙を揉み、
縫い合わせている。紙衣

は温かく、冬の衣服に適

していた

図1

図 2
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取
材
に
ご
協
力
頂
い
た
企
業
・
団
体
︵
敬
称
略
︶

の
極
薄
和
紙
を
手
に
取
る
�
出
来
上
が
り
の
糸
が
想
像
し
難
い
ほ
ど
繊
細

で
�
か
す
か
な
風
で
ふ
わ
ふ
わ
と
漂
う
�
﹁
和
紙
糸
と
言
う
と
�
弱
く
な
い

ん
で
す
か
�
溶
け
な
い
ん
で
す
か
�
と
よ
く
聞
か
れ
る
ん
で
す
よ
�
だ
け

ど
糸
に
す
る
の
に
最
適
な
加
工
を
し
た
紙
を
使
っ
て
い
ま
す
し
�
掛
け
合

わ
せ
る
他
の
糸
や
撚
り
の
工
程
で
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
の
で
�
他
の
糸

と
強
度
は
変
わ
り
ま
せ
ん
�
も
ち
ろ
ん
洗
濯
も
で
き
ま
す
よ
�﹂
と
光
成
さ

ん
�
﹁
確
か
に
牛
乳
パ
ッ
ク
か
ら
は
中
身
が
染
み
出
て
こ
な
い
し
�
建
材
に

も
紙
が
使
わ
れ
た
り
し
ま
す
も
の
ね
�
﹂
紙
が
も
つ
弱
い
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭

す
る
の
に
は
�
こ
れ
ま
で
多
く
の
苦
労
が
あ
っ
た
が
�
近
年
で
は
こ
の
和

紙
糸
の
特
性
を
理
解
し
�
採
用
す
る
企
業
が
増
え
て
き
た
の
だ
と
い
う
�

﹁
そ
れ
で
は
�
こ
れ
か
ら
実
際
に
撚
糸
を
し
て
い
る
工
場
を
見
に
行
き
ま

し
ょ
う
�﹂
と
促
さ
れ
て
工
場
に
入
る
と
�
繊
維
工
場
独
特
の
木
と
油
が
混

ざ
っ
た
匂
い
�
そ
し
て
綿
の
ほ
の
か
に
甘
い
香
り
が
し
た
�
白
い
ロ
ー
ル

状
の
糸
が
整
然
と
並
び
�
そ
れ
ぞ
れ
が
機
械
の
擦
れ
る
音
を
立
て
な
が
ら

ク
ル
ク
ル
と
回
っ
て
い
る
�
﹁
和
紙
以
外
の
も
の
は
早
い
回
転
で
撚
っ
て
い

ま
す
が
�
和
紙
糸
は
回
転
を
か
な
り
遅
く
し
て
い
ま
す
�
綿
糸
と
比
べ
る

と
何
倍
も
の
時
間
が
か
か
り
ま
す
ね
�
﹂
こ
の
と
き
機
械
に
か
か
っ
て
い
た

和
紙
と
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
撚
糸
は
�
一
つ
の
ロ
ー
ル
が
出
来
上
が
る
ま
で

に
60
時
間
近
く
も
か
か
る
ら
し
い
�
昼
夜
を
問
わ
ず
動
き
続
け
る
機
械
は

40
年
以
上
も
前
の
も
の
だ
と
い
う
�
﹁
こ
の
機
械
で
ゆ
っ
く
り
撚
ら
な
い
と

和
紙
糸
は
う
ま
く
出
来
な
い
ん
で
す
�
私
た
ち
の
手
と
こ
の
機
械
で
ず
っ

と
や
っ
て
き
ま
し
た
�
愛
着
が
あ
り
ま
す
ね
え
�
﹂
こ
こ
で
働
く
人
た
ち
に

と
っ
て
�
機
械
は
手
で
あ
り
�
仲
間
な
の
だ
�

出
来
上
が
っ
た
和
紙
糸
を
見
せ
て
も
ら
う
と
�
も
は
や
そ
こ
に
紙
の
痕

跡
は
な
い
�
﹁
和
紙
糸
は
毛
羽
立
ち
が
な
い
で
し
ょ
う
�
糸
と
し
て
と
て
も

綺
麗
だ
な
ぁ
と
思
い
ま
す
�
そ
し
て
和
紙
糸
は
吸
水
性
や
吸
汗
性
に
優
れ

て
い
ま
す
�
糸
の
比
較
で
い
う
と
�
綿
糸
の
10
倍
の
吸
水
性
が
あ
る
ん
で

す
よ
�
な
の
に
乾
燥
性
や
発
散
性
も
非
常
に
高
い
ん
で
す
�﹂
高
機
能
な
化

学
繊
維
に
比
肩
し
う
る
糸
が
ロ
ー
テ
ク
の
機
械
か
ら
生
み
出
さ
れ
�
い
ま
�

同
社
の
和
紙
糸
﹁
備
和
︵
び
ん
わ
︶
﹂
は
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
や
ジ
ー
ン
ズ
に
な
り
�

人
気
を
高
め
て
い
る
�
と
て
も
軽
く
�
シ
ャ
リ
ッ
と
し
た
感
触
が
心
地
い
い
�

紙
が
日
本
の
生
活
に
溶
け
込
ん
だ
理
由
の
ひ
と
つ
は
�
高
温
多
湿
な
気

候
風
土
に
お
い
て
適
し
た
素
材
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
�
ゆ
え
に
紙
衣
�
紙

布
は
決
し
て
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
�
理
に
か
な
っ
た

衣
服
だ
っ
た
の
だ
�
そ
し
て
い
ま
�
和
紙
糸
が
注
目
さ
れ
は
じ
め
た
の
も

お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な
い
�

取
材
文
・
筒
井
直
子　
　

写
真
・
福
嶋
英
城

和
紙
と
は
…
主
原
料
に
麻
、
楮
（
こ
う
ぞ
）、
三
椏
（
み
つ
ま
た
）、
雁
皮
（
が
ん
ぴ
）、
檀

（
ま
ゆ
み
）
な
ど
日
本
に
古
く
か
ら
自
生
す
る
植
物
を
使
用
し
、漉
い
て
作
っ
た
も
の
を
和
紙

と
い
い
、
木
材
パ
ル
プ
か
ら
生
産
さ
れ
る
洋
紙
と
区
別
さ
れ
ま
す
。

撚糸の工程

上：和紙とポリエステルによる撚糸

下：原料の極薄和紙

合糸作業のようす

備後撚糸株式会社の外観
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本
品
補
修
担
当

谷
智
恵
美

本品は18世紀の貴族階級の女性が履いた

「パタン (patten)」と呼ばれるオーバーシュー

ズ。靴の上から履くもう一つの靴である。当

時の靴はドレスとマッチする美しい絹織物

で作られるものが多かった。パタンはその

靴を汚すまいと考案されたのだった。しか

し、このパタンもまた繊細で愛らしい絹織

物で作られているではないか！さらにこの

上に履くパタンが要るんじゃないの、、、と

心配になってしまう。（筒井）

ドゥイエ イヴニング・ドレス
1913年頃

京都服飾文化研究財団所蔵　
林雅之撮影

素材：絹、革、木　原産地：ヨーロッパ

製作年：18世紀後期

装着イメージ

オーバーシューズ

今回から数回にわたって、衣装補修のビフォー・アフターをご
紹介します。

ご紹介するのは1913年頃に製作されたイヴニング・ドレスの
補修です。表生地に損傷はほとんど見られませんが、裏生地が縦
裂けし、所々落下しています。特に両肩付近は縫い糸と縫い代だ
けがかろうじて残っている状態です。このままではマネキンへの
着せ付けができないだけでなく、劣化がますます進んでしまう恐
れがあります。

まず、写真撮影やスケッチで縫い目や生地の重なりなどを詳細
に記録しながら、縫い留められた裏生地を表生地から慎重に取り
外します。落下した生地の破片については、可能な限り元の場所
を見つけて置き、見つけられなかった欠損部は、補修布（ここで
は絹羽二重）を充てて補います。その後、裏生地の両面をサンド
イッチ技法（オリジナルの生地を2枚の補修布の間に挟んで縫い
留めて補強する補修技法）を用いて縫合し、最後に、表生地へ元
通りに戻して縫い留め、補修が完了します。

このドレスは、今年4月から6月まで横浜美術館で開催された
「ファッションとアート 麗しき東西交流」展（p.16参照）に出展
されました。補修を施し、マネキンへの着せ付けを可能にしたこ
とで、多くの方にご覧いただくことができたのです。（谷智恵美）

第 7 回

補修前 補修後

珍
品
奇
品
も
数
多
い
K
C
I
の
収
蔵
庫

そ
こ
は
ま
さ
に
「
驚
異
の
部
屋
」
。
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KCI Wunderkammer（p.15）では、普段の展覧会ではあまり

展示しないような珍しい収蔵品を中心に紹介しています。先号

（6 号）で取り上げたのは、女性のドレスの下に隠された 18 世

紀の取付型ポケットでした。縦 40 ㎝、横 25 ㎝のポケットはあ

まりに大きく、一体何を入れてたの？と思わせます。発行直後、

日本女子大学の内村理奈先生から「私、18 世紀フランスの遺

体調書に記されたポケットの中身について研究したことがある

の！」と連絡をもらいました。内村さんによると、鍵、ハンカ

チ、小箱、本など平均 7点もポケットに収納されていたとのこと。

これならあの大きさも納得です。内村さんは「ポケットそのも

のを初めて見た！」と、私たちは「中身の正体が分かるなんて！」

と互いに喜んだのでした。本誌では、時々こういう楽しい出会

いがあります。（本誌バックナンバーは KC Iウェブサイトより
ご覧いただけます。）

「服をめぐる」衣服の研究現場より　第7号
2017年7月31日発行（年3回発行）

-
発行：公益財団法人 京都服飾文化研究財団（KCI）
〒600-8864 京都府京都市下京区七条御所ノ内南町103
電話：075-321-9221　
ウェブサイト：http://www.kci.or.jp/
編集：筒井直子、福嶋英城（京都服飾文化研究財団）

デザイン：坂田佐武郎

写真：成田舞、福嶋英城、伊藤ゆち子

表紙写真：『Modes et manières d'aujourd'hui（今日のモードと

着こなし）』より「ゴルフ」（部分）京都服飾文化研究財団所蔵

編集後記服をめぐる

展覧会『ファッションとアート 麗しき東西交流』
会期：2017 年 4 月 15 日～ 6 月 25 日
会場：横浜美術館
主催：横浜美術館（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）、
　　　公益財団法人京都服飾文化研究財団、日本経済新聞社

幕末（1859年）に開港した横浜。以来、この地は西洋文化
と日本文化の往来の拠点となりました。交流は互いを刺激
しあい、それぞれのファッションや美術品に大きな影響を
与えました。横浜美術館と KCI は今年の初夏、この横浜を
舞台に19世紀後半から20世紀前半の美術品とともにドレス
やアクセサリー類など華やかな収蔵品の数々を展覧し、そ
の影響関係を探りました。約2か月半にわたり、多くの皆
さまにご覧いただきました。誠にありがとうございました。

K C I の活動を紹介します

「ファッションとアート 麗しき東西交流」展　 © 京都服飾文化研究財団　林雅之撮影


