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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。
Website　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
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
�
玉
井
健
太

郎
さ
ん
で
す
�

玉
井
さ
ん
は
ロ
ン
ド
ン
芸
術
大
学
の
セ
ン

ト
ラ
ル
・
セ
ン
ト
・
マ
ー
テ
ィ
ン
ズ
で
服
作
り

を
学
び
�
卒
業
後
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ハ
ウ
エ

ル
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
活

躍
し
ま
し
た
�
帰
国
後
の
2
0
0
7
年
に
デ

ザ
イ
ナ
ー
�
山
縣
良
和
氏
と
﹁
リ
ト
ゥ
ン
ア
フ

タ
ー
ワ
ー
ズ
﹂
を
設
立
�
2
0
0
9
年
に
﹁
リ

ト
ゥ
ン
ア
フ
タ
ー
ワ
ー
ズ
﹂
か
ら
独
立
し
た
後
�

自

ら
の
ブ
ラ
ン
ド
﹁A

SE
E

D
O

N
C

L
Ö

U
D

︵
ア
シ
ー
ド
ン
ク
ラ
ウ
ド
︶
﹂を
立
ち
上
げ
ま
し
た
�

今
か
ら
1
0
0
年
ほ
ど
前
の
働
く
人
々
が

着
て
い
た
洋
服
が
好
き
だ
と
語
る
玉
井
さ
ん
�

そ
れ
は
服
の
形
と
機
能
が
う
ま
く
両
立
し
�

独
得
の
美
し
さ
が
あ
る
か
ら
だ
と
言
い
ま
す
�

そ
の
美
学
は
玉
井
さ
ん
が
作
る
服
に
も
色
濃

く
表
れ
て
い
ま
す
�

そ
ん
な
玉
井
さ
ん
が
Ｋ
Ｃ
Ｉ
の
収
蔵
品
か

ら
選
ん
だ
一
品
は
�
1
9
0
0
年
代
の
女
性
用

の
乗
馬
服
で
す
�

一人一品

玉井健太郎

ゲスト

Kentaro Tamai
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一人一品

クリード

乗馬用スーツ

1900年代

京都服飾文化研究財団所蔵　

畠山崇撮影

男性服の要素を取り入れた女

性のための乗馬用スーツ。テー

ラード・スーツで名高いイギリ

スのクリードは、18世紀より女

性の乗馬用スーツを手掛けて

いた。19世紀以前、女性の乗

馬は上流階級の伝統的なた

しなみであったが、19世紀末

になると一般女性の間にもス

ポーツが広がり、乗馬も楽しま

れるようになった。

﹇
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﹈
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を
知
る

玉
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太
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ド
﹂
デ
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Ｋ
Ｃ
Ｉ
︵
以
下
Ｋ
︶

　
本
日
は
Ｋ
Ｃ
Ｉ
の
収
蔵
品

の
中
か
ら
玉
井
さ
ん
が
選
ば
れ
た
作
品
を
手
が

か
り
に
�
服
や
服
づ
く
り
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ

と
お
話
を
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
�
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
�

玉
井
︵
以
下
Ｔ
︶

　
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
�

Ｋ
　
今
回
�
玉
井
さ
ん
が
選
ば
れ
た
収
蔵
品
は
�

今
か
ら
百
年
ほ
ど
前
に
作
ら
れ
た
女
性
用
の
乗

馬
服
で
す
�
1
9
0
0
年
代
に
﹁
ク
リ
ー
ド
﹂

と
い
う
メ
ゾ
ン
で
作
ら
れ
た
も
の
で
す
が
�﹁
ク

リ
ー
ド
﹂
は
ご
存
じ
で
し
た
か
？

Ｔ
　
確
か
�
イ
ギ
リ
ス
の
メ
ゾ
ン
で
す
よ
ね
？

Ｋ
　
そ
う
で
す
�
十
八
世
紀
初
頭
に
ロ
ン
ド
ン

で
創
業
し
て
�
十
九
世
紀
半
ば
に
は
パ
リ
に
も

支
店
を
出
し
ま
し
た
�
こ
の
乗
馬
服
が
作
ら
れ

た
こ
ろ
は
コ
ン
コ
ル
ド
広
場
の
北
側
に
店
を
構

え
て
い
ま
す
�

Ｔ
　
一
等
地
で
す
ね
�
裕
福
な
お
客
さ
ん
が
注

文
し
た
の
で
し
ょ
う
�

Ｋ
　
実
物
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
か
が
で
す
か
？

Ｔ
　
き
れ
い
で
す
ね
�
そ
し
て
か
っ
こ
い
い
�

か
ち
っ
と
し
た
仕
立
て
で
よ
く
出
来
て
い
る
と

思
い
ま
す
�
あ
と
�
ス
カ
ー
ト
の
形
が
す
ご
く

面
白
い
で
す
よ
ね
�
非
対
称
で
一
部
が
膨
ら
ん

で
い
ま
す
�

Ｋ
　
現
代
と
違
っ
て
�
こ
の
時
代
の
女
性
が
馬

に
乗
る
と
き
は
横
乗
り
で
し
た
�
ス
カ
ー
ト
の

一
部
を
膨
ら
ま
せ
て
仕
立
て
て
い
る
の
は
�
横

乗
り
で
曲
げ
た
膝
を
こ
の
膨
ら
ん
だ
部
分
に
納

め
る
た
め
で
す
�
さ
ら
に
そ
の
時
に
ス
カ
ー
ト

の
裾
の
ラ
イ
ン
が
地
面
と
平
行
に
な
る
よ
う
�

こ
の
よ
う
な
い
び
つ
な
形
の
ス
カ
ー
ト
に
し
て

い
る
ん
で
す
�

Ｔ
　
そ
れ
は
馬
に
乗
っ
た
時
に
一
番
き
れ
い
な

姿
に
な
る
た
め
な
ん
で
し
ょ
う
か
�

Ｋ
　
は
い
�
騎
乗
時
の
姿
を
想
定
し
て
デ
ザ

イ
ン
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
�
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
�
貴
族
の
た
し
な
み
と
し
て
男
女
を
問
わ
ず

乗
馬
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
�
十
九
世
紀
ま
で

女
性
は
馬
に
乗
る
時
も
ス
カ
ー
ト
を
は
く
の
が

マ
ナ
ー
で
し
た
が
�
そ
れ
が
1
8
9
0
年
頃
か

ら
少
し
緩
く
な
っ
て
き
て
�
ジ
ョ
ッ
パ
ー
ズ
︵
腰

部
は
ゆ
っ
た
り
し
�
膝
下
か
ら
足
首
ま
で
は
細
い

ズ
ボ
ン
︶
を
は
い
て
も
良
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
�
し
か
し
�そ
れ
で
も
見
た
目
は
ス
カ
ー

ト
姿
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
�
こ
の
よ
う

な
ス
カ
ー
ト
が
着
用
さ
れ
た
ん
で
す
�
ち
な
み

に
�
こ
の
あ
と
二
十
年
も
す
る
と
女
性
が
馬
に

跨
る
こ
と
が
許
さ
れ
�
オ
ー
バ
ー
ス
カ
ー
ト
は

姿
を
消
し
ま
す
�

Ｔ
　
な
る
ほ
ど
�
動
き
や
す
い
ジ
ョ
ッ
パ
ー
ズ

を
は
き
な
が
ら
も
�
見
た
目
は
あ
く
ま
で
も
ス

カ
ー
ト
姿
�
慣
習
と
機
能
性
が
せ
め
ぎ
合
っ
て

い
る
感
じ
で
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
�

Ｋ
　
と
こ
ろ
で
�
服
作
り
の
面
か
ら
見
て
�
こ

の
乗
馬
服
は
ど
う
お
感
じ
に
な
り
ま
し
た
か
？

Ｔ
　
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
ア
ー
ム
ホ
ー
ル
の
形
や
角

度
が
今
と
は
違
い
ま
す
ね
�
現
代
の
服
だ
と
も

う
少
し
ゆ
と
り
を
も
っ
た
ア
ー
ム
ホ
ー
ル
を
作

り
ま
す
�
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
腕
が
回
ら
な
く
て

動
き
に
く
い
で
す
か
ら
�

Ｋ
　
確
か
に
�
こ
の
袖
付
け
の
窮
屈
さ
は
十
八

世
紀
の
男
性
用
宮
廷
服
と
よ
く
似
て
い
ま
す
�

二
十
世
紀
に
作
ら
れ
た
服
だ
け
れ
ど
も
�
そ
れ

以
前
の
要
素
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
？

Ｔ
　
そ
う
い
う
風
に
感
じ
ま
す
ね
�
そ
れ
か
ら

女
性
用
の
服
だ
け
れ
ど
も
�
メ
ン
ズ
ウ
ェ
ア
の

テ
ク
ニ
ッ
ク
が
し
っ
か
り
入
っ
て
い
る
印
象
で

す
�

Ｋ
　
そ
う
言
え
ば
�
玉
井
さ
ん
は
ロ
ン
ド
ン
芸

術
大
学
の
セ
ン
ト
ラ
ル
・
セ
ン
ト
・
マ
ー
テ
ィ

ン
ズ
で
メ
ン
ズ
ウ
ェ
ア
の
勉
強
を
さ
れ
た
ん
で

す
よ
ね
？

Ｔ
　
そ
う
で
す
�
2
0
0
4
年
ま
で
セ
ン
ト
・

マ
ー
テ
ィ
ン
ズ
で
勉
強
し
て
�
卒
業
後
は
マ
ー

ガ
レ
ッ
ト
・
ハ
ウ
エ
ル
で
メ
ン
ズ
ウ
ェ
ア
の
ア

シ
ス
タ
ン
ト
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
し
て
い
ま
し
た
�

Ｋ
　
そ
う
す
る
と
�
玉
井
さ
ん
は
や
は
り
メ
ン

ズ
の
仕
立
て
に
こ
だ
わ
り
が
あ
る
の
で
す
か
？

Ｔ
　
そ
れ
が
�
メ
ン
ズ
な
ら
で
は
の
作
り
方
や

デ
ィ
テ
ー
ル
に
つ
い
て
細
か
く
追
及
す
る
タ
イ

プ
で
は
な
く
て︵
笑
︶
�
メ
ン
ズ
の
要
素
を
背
景

に
置
き
つ
つ
�
そ
れ
に
い
ろ
い
ろ
付
け
加
え
て
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い
く
の
が
好
き
な
ん
で
す
�

　Ｋ
　
普
段
か
ら
服
の
機
能
に
つ
い
て
考
え
て
お

ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
�
デ
ザ
イ
ン
を
す
る
時

も
�そ
う
い
う
こ
と
に
は
気
を
配
っ
て
ら
っ
し
ゃ

る
ん
で
し
ょ
う
か
�

Ｔ
　
僕
は
服
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
時
�
着
る
人
を

想
定
し
た
物
語
を
つ
く
る
ん
で
す
け
ど
�
想
像

上
の
人
物
に
と
っ
て
必
要
な
ア
イ
テ
ム
や
機
能

を
服
に
し
の
ば
せ
て
�
服
に
役
割
を
持
た
せ
た

り
し
ま
す
�
例
え
ば
眼
鏡
を
か
け
て
い
る
人
を

想
定
し
た
時
は
�
袖
口
に
眼
鏡
拭
き
に
使
え
る

デ
ィ
ア
ス
キ
ン
を
縫
い
込
ん
だ
り
�
あ
る
い
は
�

普
通
の
ポ
ケ
ッ
ト
と
は
別
に
�
フ
ラ
ッ
プ
の
つ

い
た
も
う
一
つ
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
サ
イ
ド
に
付
け

て
�
着
て
い
る
人
が
手
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
突
っ
込

む
と
�
後
ろ
か
ら
手
を
入
れ
た
人
と
中
で
手
を

つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
服
と
か
�
そ
れ
は
親
子

を
想
定
し
て
い
ま
す
�

Ｋ
　
着
る
人
に
は
﹁
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る

服
で
す
﹂
っ
て
伝
え
る
ん
で
す
か
？

Ｔ
　
そ
れ
は
な
い
で
す
ね
�
着
た
人
が
何
か
思

い
つ
く
の
が
一
番
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
�
そ

の
人
な
り
の
使
い
方
が
で
き
れ
ば
い
い
と
思
い

ま
す
�

Ｋ
　
そ
こ
が
玉
井
さ
ん
の
服
作
り
の
特
徴
で
す

よ
ね
�
作
り
手
は
服
に
役
割
を
与
え
て
い
る
け

れ
ど
も
�
そ
れ
を
ど
う
使
う
か
は
着
る
人
に
委

ね
て
い
る
�

Ｔ
　
作
る
人
�
着
る
人
が
つ
な
が
っ
て
い
て
�

さ
ら
に
そ
こ
か
ら
新
し
い
ス
ト
ー
リ
ー
が
生
ま

れ
る
の
が
い
い
な
と
�

Ｋ
　
服
の
機
能
や
役
割
の
話
に
つ
い
て
も
う
一

つ
�
玉
井
さ
ん
は
最
近
﹁
着
分
け
る
﹂
こ
と
に

注
目
し
て
い
る
と
か
�

Ｔ
　
今
っ
て
Ｔ
Ｐ
Ｏ
に
合
わ
せ
て
服
を
選
ぶ
こ

と
が
ど
ん
ど
ん
少
な
く
な
っ
て
い
る
気
が
す
る

ん
で
す
�
例
え
ば
�
部
屋
着
と
寝
間
着
の
区
別

な
く
�
家
に
い
る
時
は
ず
っ
と
同
じ
ジ
ャ
ー
ジ

を
着
て
い
る
と
か
�
そ
れ
に
対
し
て
�
今
回
の

乗
馬
服
が
作
ら
れ
た
時
代
は
�
目
的
や
用
途
�

時
間
ご
と
に
服
が
作
ら
れ
�
着
分
け
ら
れ
て
い

た
時
代
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
�
そ
う
し
た
﹁
着

分
け
﹂
を
す
る
こ
と
で
気
持
ち
が
切
り
替
わ
り
�

よ
り
豊
か
な
時
間
を
過
ご
せ
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
�
服
っ
て
そ
う
い
う
機
能
や
役
割
も
あ
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
っ
て
思
っ
て
る
ん
で
す
�

Ｋ
　
最
新
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︵
2
0
1
6
年
春
夏
︶

で
は
二
十
四
節
気
・
七
十
二
候
に
ち
な
ん
だ
草

木
染
の
服
�
1
4
4
点
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し

た
�

Ｔ
　
日
本
に
は
一
年
を
七
十
二
の
細
か
い
季
節

アシードンクラウド／玉井健太郎

2010年秋冬「服育師」より

作家蔵、林雅之撮影

アシードンクラウド／玉井健太郎

2016年春夏 「七十二候」の服
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に
分
け
る
と
い
う
の
が
あ
る
と
知
っ
て
�
じ
ゃ

あ
�
そ
れ
で
服
を
作
ろ
う
と
�
七
十
二
候
×
二

色
で
1
4
4
着
の
服
を
作
っ
て
展
示
し
ま
し
た
�

Ｋ
　
服
の
役
割
と
い
う
の
は
機
能
性
だ
け
に
と
ど

ま
り
ま
せ
ん
�
新
し
い
価
値
観
や
ス
ト
ー
リ
ー
を

生
む
ア
イ
テ
ム
に
な
っ
た
り
�
豊
か
な
時
間
を
生

み
出
す
も
の
で
も
あ
る
�
そ
の
た
め
に
必
要
な
要

素
を
模
索
し
て
�機
能
を
両
立
さ
せ
た
ら
こ
う
な
っ

た
�
あ
る
い
は
こ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
っ

て
い
う
の
が
玉
井
さ
ん
の
服
か
ら
読
み
取
れ
る
ん

で
す
�

Ｔ
　
そ
う
で
す
か
？ 

自
分
で
は
あ
ま
り
気
づ

か
な
い
ん
で
す
が
︵
笑
︶
�
確
か
に
イ
ギ
リ
ス
の

伝
統
的
な
衣
装
や
素
材
�
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
︵
ア

メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
で
�
移
民
当
時
の
生
活
様
式
を

守
り
�
自
給
自
足
生
活
を
し
て
い
る
人
々
の
こ
と
︶

の
生
活
に
魅
か
れ
ま
す
が
�
そ
れ
は
古
い
形
式

を
維
持
し
て
い
る
か
ら
好
き
っ
て
い
う
の
で
は

な
く
て
�
そ
の
民
族
が
昔
か
ら
引
き
継
い
で
い

る
価
値
観
や
思
想
が
そ
れ
ら
に
反
映
さ
れ
て
い

て
�
形
に
な
っ
て
い
る
っ
て
い
う
点
が
好
き
な

ん
で
す
�

Ｋ
　
そ
れ
っ
て
民
藝
運
動
を
主
導
し
た
柳
宗
悦
※

の
﹁
用
の
美
﹂
と
似
て
ま
す
よ
ね
�
玉
井
さ
ん

は
﹁
用
の
美
﹂
の
服
を
作
っ
て
る
�
と
言
っ
て

い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
�

Ｔ
　
実
は
�
僕
は
千
葉
県
の
我
孫
子
と
い
う
と

こ
ろ
で
育
ち
ま
し
た
�
我
孫
子
は
柳
宗
悦
が
邸

宅
を
構
え
た
町
な
ん
で
す
�
小
学
校
の
時
�
柳

宗
悦
の
活
動
の
痕
跡
を
見
つ
け
よ
う
っ
て
い
う

授
業
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
�
そ
の
頃
は
柳
が

ど
う
い
う
人
な
の
か
�
民
藝
運
動
っ
て
何
な
の

か
全
然
理
解
で
き
な
か
っ
た
�
そ
れ
が
ロ
ン
ド

ン
で
勉
強
し
て
�
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ハ
ウ
エ
ル

の
下
で
働
い
て
帰
国
し
た
と
き
�
ふ
と
自
分
の

生
ま
れ
故
郷
を
見
ま
わ
し
た
ら
﹁
あ
�
自
分
の

好
き
な
も
の
は
こ
こ
で
生
ま
れ
て
た
ん
だ
﹂
っ

て
�
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
ね
�

Ｋ
　
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
そ
う
い
う
素
地

を
身
に
着
け
て
い
ら
し
て
�
そ
れ
が
服
づ
く
り

に
も
自
然
と
表
わ
れ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
�

Ｔ
　
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
�

Ｋ
　
今
日
は
Ｋ
Ｃ
Ｉ
の
収
蔵
品
を
ご
覧
い
た
だ

き
な
が
ら
�
様
々
な
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
�
ま
た
い
つ
で
も
Ｋ
Ｃ
Ｉ
に
い
ら

し
て
く
だ
さ
い
�
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
�︵

聞
き
手

：

筒
井
直
子
・
福
嶋
英
城
︶

※
柳
宗
悦
︵
や
な
ぎ
・
む
ね
よ
し  

1
8
8
9

−

1
9
6
1
︶

思
想
家
�
宗
教
哲
学
者
�
東
京
生
ま
れ
�
古
く
か
ら

生
活
の
中
で
使
わ
れ
て
き
た
工
芸
品
に
﹁
用
の
美
﹂
を

見
い
だ
し
�
そ
れ
ら
を
再
評
価
す
る
﹁
民
藝
運
動
﹂
を

提
唱
し
た
�



8

デ
ィ
ド
ロ
�
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
編
﹃
百
科
全
書
﹄︵
1
7
7
0
年
代
︶
よ
り 

﹁B
ou

ton
n

ier

︵
ボ
タ
ン
職
人
︶﹂
の
項
　
京
都
服
飾
文
化
研
究
財
団
所
蔵

9

1
7
9
0
年
頃
の
男
性
服
　
京
都
服
飾
文
化
研
究
財
団
所
蔵

撮
影

：

成
田
舞
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ビ
ロ
ー
ド
と
い
う
言
葉
に
何
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
�
頬
ず

り
を
誘
う
滑
ら
か
な
ド
レ
ス
�
体
が
沈
み
そ
う
な
重
厚
な
椅
子
張

の
生
地
�
は
た
ま
た
ケ
イ
ト
ウ
の
花
や
蝶
の
羽
の
艶
め
き
を
思
う

か
も
し
れ
な
い
�
か
つ
て
織
田
信
長
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
献
上
品
の

な
か
か
ら
真
っ
先
に
手
に
し
た
の
は
�
ビ
ロ
ー
ド
製
の
黒
い
帽
子

だ
っ
た
�
伊
達
男
と
し
て
知
ら
れ
る
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
は
�

衣
服
の
な
か
で
も
っ
と
も
美
し
い
織
物
だ
と
い
っ
て
生
涯
そ
れ
を

愛
用
し
続
け
た
�
厚
み
の
あ
る
独
特
の
質
感
と
美
し
さ
を
湛
え
る

ビ
ロ
ー
ド
は
�
時
代
を
超
え
数
多
の
人
に
愛
好
さ
れ
て
き
た
魅
惑

的
な
織
物
だ
�

後
に
オ
ー
ト
ク
チ
ュ
ー
ル
の
祖
と
呼
ば
れ
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
シ
ャ

ル
ル
�
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ウ
ォ
ル
ト
�
1
8
2
5

−

1
8
9
5
�
は
�
19

世
紀
半
ば
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
パ
リ
へ
渡
っ
た
�
最
初
に
勤
め
た
生

地
店
で
は
リ
ヨ
ン
製
の
高
級
絹
織
物
な
ど
を
扱
い
�
そ
こ
で
織
物

に
ま
つ
わ
る
多
く
の
知
識
を
吸
収
す
る
�
当
時
�
絹
織
物
の
一
大

生
産
地
だ
っ
た
リ
ヨ
ン
は
�
パ
リ
で
作
ら
れ
る
高
価
な
ド
レ
ス
の

生
地
の
多
く
を
供
給
し
て
い
た
�
数
年
後
�
独
立
し
た
ウ
ォ
ル
ト

は
自
身
の
服
飾
店
を
た
ち
ま
ち
上
流
階
級
の
女
性
御
用
達
の
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
店
へ
と
発
展
さ
せ
る
�
リ
ヨ
ン
製
の
重
厚
な
ビ
ロ
ー

ド
を
魅
力
的
に
使
い
こ
な
す
術
を
携
え
て
�

フ
サ
フ
サ
と
起
毛
し
た
ワ
イ
ン
レ
ッ
ド
の
葉
と
ス
ト
ラ
イ
プ
�
そ

れ
を
縁
ど
る
細
い
畝
�
さ
ら
に
そ
の
周
り
を
埋
め
る
絹
特
有
の
滑

ら
か
な
平
面
�
織
物
の
高
級
感
が
ド
レ
ス
に
優
雅
な
風
格
を
与
え

て
い
る
�こ
う
し
た
立
体
的
な
織
物
は
西
洋
で
は
シ
ズ
レ
・
ベ
ル
ベ
ッ

3

K
C
I
の
収
蔵
品
に
み
ら
れ
る
技
法
や

素
材
の
原
点
を
求
め
、
各
地
を
訪
れ
ま
す
。

シャルル＝フレデリック・ウォルト

レセプション・ドレス 1883年頃

京都服飾文化研究財団所蔵　畠山崇撮影

ドレスに用いられた紋ビロードの拡大図
（後ろ腰の部分）

拡大

11 服をめぐる  0 3

ト
�
日
本
で
は
紋
ビ
ロ
ー
ド
と
呼
ば
れ
珍
重
さ
て
き
た
�
一
体
こ

の
複
雑
な
織
物
は
ど
の
よ
う
に
し
て
織
り
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
�

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
手
法
で
紋
ビ
ロ
ー
ド
を
織
る
工
房
が
今
も
日

本
各
地
に
数
軒
残
っ
て
い
る
�
そ
の
ひ
と
つ
�
京
都
市
左
京
区
市

原
に
あ
る
株
式
会
社
川
島
織
物
セ
ル
コ
ン
を
訪
ね
た
�

﹁
こ
こ
で
織
っ
た
ビ
ロ
ー
ド
は
明
治
ご
ろ
に
欧
米
へ
輸
出
さ
れ
て

い
ま
し
た
�
﹂
同
社
織
物
文
化
館
学
芸
員
の
小
栁
さ
ん
と
商
品
本
部

技
術
顧
問
の
徳
倉
さ
ん
が
ビ
ロ
ー
ド
製
織
の
社
史
を
話
し
て
く
れ

た
�
川
島
織
物
と
い
え
ば
初
代
川
島
甚
兵
衞
が
江
戸
後
期
に
創
業
し
�

帯
や
緞
帳
�
祭
礼
幕
�
宮
中
の
室
内
装
飾
な
ど
�
名
品
を
世
に
送

り
出
し
て
き
た
歴
史
あ
る
織
物
会
社
だ
�
明
治
期
に
は
高
い
織
技

術
と
美
し
い
図
案
が
評
判
を
呼
び
�
欧
米
の
博
覧
会
で
賞
を
多
数

受
賞
す
る
ま
で
に
な
っ
た
�
そ
れ
を
足
掛
か
り
に
織
物
の
輸
出
を
拡

大
さ
せ
る
�
ビ
ロ
ー
ド
も
そ
の
一
つ
だ
っ
た
�

ビ
ロ
ー
ド
特
有
の
厚
み
は
毛け

ば羽
や
輪わ

な奈
か
ら
成
る
�
そ
れ
ら
を

作
る
た
め
に
針
金
を
一
本
ず
つ
横
に
通
し
て
製
織
し
て
い
く
�
あ

と
で
針
金
上
の
タ
テ
糸
を
刃
物
で
カ
ッ
ト
し
て
毛
羽
立
た
せ
た
り
�

針
金
を
引
き
抜
い
て
輪
奈
を
作
る
�
文
様
を
表
現
す
る
場
合
は
�

輪
奈
を
カ
ッ
ト
す
る
部
分
と
カ
ッ
ト
し
な
い
部
分
の
両
方
を
巧
み

に
組
み
合
わ
せ
て
い
く
�
ウ
ォ
ル
ト
の
ド
レ
ス
は
さ
ら
に
複
雑
な

織
り
で
�
サ
テ
ン
︵
朱
子
織
︶
を
ベ
ー
ス
の
組
織
と
し
な
が
ら
�
そ

の
う
え
に
文
様
を
形
作
っ
て
い
る
�

﹁
日
本
で
は
江
戸
前
期
か
ら
京
都
で
織
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
�

舶
載
品
の
な
か
の
ビ
ロ
ー
ド
に
輪
奈
を
つ
く
る
針
金
が
残
っ
て
い

紋ビロードの組織図。基礎となるAはサテン
織。Bのタテ糸で毛羽と輪奈を作り、立体的
な織物を作る。ビロードは「天鵞絨」とも記さ
れ、ポルトガル語の「veludo」に由来。英語で
はベルベットと称される。

株式会社川島織物セルコン本
社。広大な敷地に工場や織物
文化館などがある。

拡大

B

A

輪奈

毛羽
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る
の
を
見
つ
け
�
そ
の
製
法
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
�
﹂
一
説
に
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
か
ら
欧
州
に
ビ
ロ
ー
ド
の

製
法
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
13
世
紀
と
伝
わ
る
�
い
っ
た
ん
西
側

へ
渡
っ
た
そ
の
製
法
は
4
0
0
年
を
経
て
ア
ジ
ア
の
東
端
へ
と
た

ど
り
着
い
て
い
た
の
だ
�

﹁
輪
奈
の
切
り
方
は
欧
州
と
日
本
で
は
少
し
違
う
ん
で
す
�
欧
州

で
は
織
り
進
め
な
が
ら
と
き
ど
き
輪
奈
を
切
っ
て
い
き
ま
す
が
�
こ

こ
で
は
針
金
を
す
べ
て
織
り
込
ん
で
か
ら
最
後
に
輪
奈
を
切
り
ま
す
�

実
際
の
作
業
の
様
子
を
見
に
行
き
ま
し
ょ
う
�﹂

広
大
な
工
場
を
縫
う
よ
う
に
進
み
�
ビ
ロ
ー
ド
製
作
場
の
一
角

に
辿
り
着
い
た
�
ギ
ラ
リ
と
し
た
針
金
が
隙
間
な
く
並
ぶ
�
そ
の

上
に
貼
り
つ
い
た
よ
う
な
薄
茶
色
の
文
様
�
シ
ュ
ッ
�
シ
ュ
ッ
と

職
工
の
曽
根
さ
ん
が
鋭
利
な
刃
物
で
針
金
の
上
を
横
に
な
ぞ
る
�

す
る
と
み
る
み
る
う
ち
に
文
様
が
濃
い
茶
色
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
�

輪
奈
を
切
る
こ
と
で
糸
の
束
が
開
き
�
カ
ッ
ト
面
の
色
が
濃
く
見

え
る
の
だ
�
こ
の
工
程
で
最
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

刃
の
状
態
だ
と
い
う
�
﹁
す
ぐ
に
刃
が
ダ
メ
に
な
る
の
で
�
頻
繁
に

研
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
�
刃
が
今
ど
う
い
う
状
態
な
の
か
�

音
と
手
の
感
覚
が
頼
り
で
す
�
﹂
こ
の
作
業
に
携
わ
っ
て
4
年
目
と

い
う
曽
根
さ
ん
の
刃
物
は
先
輩
か
ら
大
切
に
受
け
継
が
れ
た
も
の

だ
�
﹁
一
筋
で
も
変
な
切
り
方
を
す
る
と
段
差
が
出
来
て
表
面
の
光

沢
が
変
わ
り
ま
す
か
ら
ね
�
そ
れ
ひ
と
つ
で
失
敗
作
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
�
﹂と
徳
倉
さ
ん
�
ピ
ン
と
張
っ
た
空
気
の
な
か
で
淡
々

と
作
業
が
続
く
�

右：製織の様子。タテ糸に引っかか
らないように細い管の中に針金を入
れ、すばやく管を引き抜き針金をタ
テ糸に通す。その後、通された針金
をヨコ糸と共に織り込んでいく。

左上・左下：針金を通して製織され
た生地を刃物でカットし、針金を引
き抜いていく。カットされた部分が
毛羽立って厚みを増す。

13 服をめぐる  0 3

取
材
に
ご
協
力
頂
い
た
企
業

・

団
体

︵
敬
称
略
︶

株
式
会
社
川
島
織
物
セ
ル
コ
ン h

ttp
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w
w
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文
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館 h
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w
w
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aw
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aselk
o

n
.co
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/b

u
n

k
ak

an
/

﹁
ち
ょ
う
ど
今
�
製
織
作
業
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
よ
�
﹂
工
場

を
さ
ら
に
奥
へ
と
進
む
と
�
カ
タ
カ
タ
と
一
定
の
リ
ズ
ム
を
刻
む

大
き
な
織
機
が
現
れ
た
�
奥
行
4
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
�

織
巾
30
㎝
ほ
ど
の
織
物
を
織
り
出
す
た
め
の
巨
大
で
複
雑
な
装
置
�

そ
れ
を
操
る
小
柄
な
職
工
の
富
田
さ
ん
は
﹁
針
金
を
使
う
の
は
普

通
の
織
物
と
違
っ
て
織
り
込
む
と
き
の
調
子
が
難
し
い
で
す
ね
�

で
も
�
も
う
慣
れ
ま
し
た
よ
�
﹂
と
ほ
ほ
笑
む
�
針
金
を
通
す
�
ヨ

コ
糸
の
杼
を
通
す
�
色
糸
で
一
部
に
文
様
を
入
れ
る
�
�
複
雑
な

工
程
が
厳
密
な
秩
序
で
進
ん
で
い
く
�
一
糸
た
り
と
も
後
戻
り
が

出
来
な
い
な
か
で
�

紋
ビ
ロ
ー
ド
は
光
の
反
射
に
よ
っ
て
そ
の
表
情
を
変
え
る
�
だ

か
ら
た
と
え
単
色
で
あ
っ
て
も
織
物
の
装
飾
性
は
驚
く
ほ
ど
豊
か

だ
�
19
世
紀
後
期
は
レ
ー
ス
や
リ
ボ
ン
に
覆
わ
れ
た
装
飾
過
多
の

ド
レ
ス
が
全
盛
だ
っ
た
が
�
ウ
ォ
ル
ト
は
ビ
ロ
ー
ド
の
特
性
を
最

大
限
に
生
か
す
た
め
に
あ
え
て
装
飾
を
抑
え
た
ド
レ
ス
を
多
く
残

し
て
い
る
�
様
々
な
工
程
と
人
々
の
手
を
介
し
て
織
り
上
げ
ら
れ

る
表
情
豊
か
な
織
物
�
彼
も
ま
た
�
こ
の
趣
き
あ
る
織
物
に
魅
せ

ら
れ
た
一
人
だ
っ
た
に
違
い
な
い
�

︵
取
材
　
文
・
筒
井
直
子
　
写
真
・
福
嶋
英
城
︶

紋ビロードの帯。土台となるサテン
織の上に毛羽と輪奈を組み合わせる
ことで、複雑な文様が形づくられる。



第三回

KCIには18世紀から最新のファッションまで、約300年にわたる様々な衣装が収蔵されています。
それらの衣装を展示する際に必要なのがマネキンです。しかし、デパートなどでよく目にする現

代のマネキンは、古い衣装を着せ付ける際にはほとんど使用することができません。というのも、西
洋ではほんの100年くらい前まで、体のプロポーションをコルセットなどを用いて強制的に変えて
いたため、コルセットを用いない現代人の体型と当時の体型が全く異なるからです。つまり、古い
衣装は現代のマネキンには全くフィットしないのです。

そこで古い衣装を着せ付けるための特殊なマネキンが必要となります。KCIでは古い衣装を採
寸・計測し、それらのデータから時代ごとのプロポーションを割り出して、特殊なマネキンを製作
しました。

それが上図の「時代マネキン」です。バストの位置や形、体の傾斜角度などが時代
によって異なっているのが分かります。それらはコルセットなどで体を変形して
生み出された各時代の「理想のプロポーション」とも言えるでしょう。これらの
マネキンを用いることで、KCI ではそれぞれの時代の衣装を無理なく美しく着
せ付けることができるようになりました。

KCI の生み出したこれらの「時代マネキン」は現在、衣装展示に欠かせない
存在として国内外の美術館で活躍しています。（福嶋）

補修スタッフ 梅野さん
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まるで鳥かごか魚籠（びく）に見える網。これもれっきとした19世紀

後期のファッション・アイテムだ。ただしスカートの下に入れて使う

ため、表には見えない。1870年代から80年代、後ろ腰を大きく膨ら

ませるシルエットのドレスが流行する。その奇妙な形をいかに奇麗に

保つか。そこで考案されたのが、軽くて型崩れしないこの形状。今か

ら見れば珍品に違いないが、当時の人に「理に適っている」と言われ

れば、頷かざるを得ない。（筒井）

素　材：鉄、綿　製作年：1880年代
原産国：アメリカ？

1880年代の下着の着装図

京都服飾文化研究財団

所蔵　成田舞撮影

紐つきの鉄製網



職業柄、いろいろな紙をかばんに詰めてよく運ぶ。見本帳や、色校正、刷り出しや、本
などなど。打ち合わせや印刷所に出掛けるたびにかばんを紙でいっぱいにしている。紙
は束になるとずっしりと重くって、かばんが痛むのも少し早い。だけどくたっとなった
その姿に、一緒にあちこち出かけた時間があるような気がしてなかなか捨てられない。
捨てるのは忍びなくて旅行用のかばんに変えてみたりする。その旅先で入った書店で、
また本をどっさり買って、かばんに詰めてしまうのだけれど…。

着なくなった服はすぐに手放してしまうので、古い服をあまり持っていない。そんな私
が一番、長いお付き合いをしているのがトレンチコートであろうか。今年で9年目にな
る。実は買う時に試着もして確認していたつもりが、サイズが少し大きく、すぐにタン
スの肥やしになってしまった。だが、とあるお直し専門店に出会い、自分のサイズに直
してもらってから大活躍するようになった。お直しのおかげで愛おしい一着に生まれ変
わったトレンチも良い感じにくたびれてきた。最後まで大事に着倒したい。

薄桃色のビロードのドレス、お揃いのボンネット、小さな革靴のセット。とはいえこれら
はビスクドールのもの。
このガラスの瞳の少女は、普段散財などしない母がある日突然我が家へ連れ帰り、子供
達に小公女セーラのお人形エミリーと同じ名で呼ばれ、ピアノの部屋の椅子にいつもお
行儀よく座っていた。数年前実家が取り壊され狭いこの部屋へとやって来た彼女は、思い
出のように今は色褪せ綻びた衣装を纏いながら、それでもなお純粋さと心の気高さをい
つも忘れないで、とそっと私に語り掛けて来る。

　ここ数年、手芸をする人が増えているといわれます。どっぷり

とその世界に入りこみ、凝りに凝る人も多いでしょう。ファッ

ションの歴史を振り返ってみると、工業化が進む19世紀以前は

手芸の宝庫です。KCIの収蔵品にも当時の惚れ惚れする美しい

手芸の数々を見ることができます。９ページのボタンもそのひと

つ。硬貨ほどの大きさに刺繍や彫金の細工が施されたボタンに

は小さな世界が広がっています。こうした美しいボタンが一堂

に会した展覧会「Déboutonner la mode（モードのボタンを外し

て）」が2015年にパリ装飾芸術美術館で大々的に開催され、KCI
は18世紀のドレスなど美しいボタンが付いた4点の衣装を貸出

しました。このように KCIの収蔵品は、国内外の美術館から要

請を受け、展覧会に飾られることもしばしば。衣装の展示に出

会ったら、それは KCIからやってきたものかもしれません。
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