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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　https://www.kci.or.jp/

「COLORS ファッションと色彩」展
森美術館（2004年） ©The Kyoto Costume Institute, 
photo by Naoya Hatakeyama
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本品はアイボリーの絹サテンに多色の絹糸による草花と裸婦

の刺繍が施されたウエストコート。フランスではジレという。

18世紀、盛装用の西欧男性服には華やかな刺繍が好まれた。

とくにウエストコートの刺繍は目を引く意匠が多く、裾には

本品のような人物、あるいは動物や風景といった写実的なも

のもみられる。本品の刺繍は、ギリシャ神話に登場する愛と

美の女神、アフロディーテだろうか。蝶々に引かれていく様が

愛らしい。

1790年頃

フランス製

京都服飾文化研究財団所蔵　表紙：成田舞 撮影　上：伊藤ゆち子 撮影

表 紙 の 収 蔵 品

ウエストコート
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西 
淑

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー 

× 

K
C
I
収
蔵
品

著
名
人
が
各
々
の
目
を
通
し
�
Ｋ
Ｃ
Ｉ
の
収
蔵
品
に
迫

る
﹁
一
人
一
品
﹂
�
今
回
の
ゲ
ス
ト
は
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー

の
西
淑
さ
ん
で
す
�

西
さ
ん
は
１
９
８
３
年
�
福
岡
県
生
ま
れ
�
音
楽
や
美

術
が
好
き
だ
っ
た
お
父
様
の
影
響
で
�
こ
ど
も
の
頃
か
ら

絵
を
描
く
こ
と
が
大
好
き
だ
っ
た
そ
う
で
す
�
進
学
先
の

鳥
取
大
学
教
育
地
域
科
学
部
芸
術
表
現
コ
ー
ス
で
は
彫
刻

を
専
攻
�
卒
業
後
�
京
都
に
て
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の

勉
強
を
し
た
の
ち
�
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
と
し
て
活
動
を

始
め
ら
れ
ま
し
た
�
そ
の
後
は
東
京
や
京
都
を
拠
点
と
し

て
�
個
展
等
を
開
き
な
が
ら
作
品
を
発
表
�
書
籍
�
雑
誌
�

Ｃ
Ｄ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
�
広
告
�
雑
貨
な
ど
�
さ
ま
ざ
ま
な
媒

体
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
手
が
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
�

貼
り
絵
や
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
�
版
画
な
ど
�
さ
ま
ざ
ま
な

手
法
を
用
い
て
�
見
る
人
を
物
語
の
世
界
へ
誘
う
よ
う
な
�

繊
細
で
温
か
み
の
あ
る
イ
ラ
ス
ト
を
描
く
西
さ
ん
�
今
回
�

西
さ
ん
は
Ｋ
Ｃ
Ｉ
収
蔵
品
か
ら
３
点
選
び
�
そ
れ
ぞ
れ
の

イ
ラ
ス
ト
を
描
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
�

N i s h i  S h u k u
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［
西
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
］

ひ
と
針
、
ひ
と
針
、
糸
の
跡
が
見
え
る
、
美
し
い
刺

繍
が
施
さ
れ
た
靴
。

繊
細
だ
け
れ
ど
も
ど
こ
か
力
強
く
も
見
え
ま
す
。

自
分
も
針
を
刺
す
よ
う
に
、
下
地
に
塗
ら
れ
た
色
を

先
の
尖
っ
た
針
の
よ
う
な
も
の
で
削
り
だ
し
た
り
、

細
い
筆
で
糸
を
な
ぞ
っ
て
い
く
よ
う
に
、
刺
繍
の
表

現
を
再
現
し
ま
し
た
。

19
世
紀
前
期

の
シ
ュ
ー
ズ

西
さ
ん
が
選
ん
だ
一
品
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［
西
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
］

繊
細
な
編
み
も
の
で
作
っ
た
花
、
葉
、
蝶
々
、
苺
、
な

ど
の
可
愛
ら
し
い
モ
チ
ー
フ
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
て
、

い
つ
ま
で
も
眺
め
て
い
ら
れ
そ
う
な
愉
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

か
ぎ
針
を
動
か
す
手
に
想
い
を
馳
せ
な
が
ら
、
小
さ
な

パ
ー
ツ
を
切
っ
て
作
っ
て
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
ま
し
た
。

2
0
0
年
以
上
前
の
手
仕
事
の
美
し
さ
を
自
分
の
表
現
で

写
し
と
る
よ
う
な
想
い
で
作
品
を
作
り
ま
し
た
。

19
世
紀
初
期
の
バ
ッ
グ

西
さ
ん
が
選
ん
だ
一
品
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西さんが選んだ一品

シューズ

1820－30年代　フランス？

京都服飾文化研究財団所蔵、成田舞撮影

茶色い絹サテンに草花柄を多色の絹糸で刺繍。

19世紀初頭から1830年代にかけてフラット・

シューズが流行し、刺繍やプリントは彩りを添

える装飾として好まれた。

バッグ

1810年代　フランス？

京都服飾文化研究財団所蔵、成田舞撮影

白い絹サテンに多色の絹糸で花かごの刺繍を施

した女性用のバッグ。当時のものは小型で紐付

きが多い。表面と裏面では花かごの意匠が異な

り、縁には花や蝶を模した繊細な装飾がつくな

ど凝った作りになっている。

デイ・ドレス

1866年頃　製作国不詳

京都服飾文化研究財団所蔵、福永一夫撮影

白い綿オーガンジーに青い小花柄をプリントし

たドレス。軽やかな素材と広がったスカートは

1860年代半ばのドレスの典型。クリノリンと

呼ばれる一種のペチコートを装着し、スカート

を大きく膨らませた。

西
淑
さ
ん
が
選
ん
だ
一
品

［
西
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
］

む
こ
う
が
透
け
て
み
え
る
ほ
ど
の
薄
い
生
地
に
、
可
憐
な
花
が

あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
と
て
も
繊
細
な
ド
レ
ス
。

ど
ん
な
人
が
着
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
を
巡
ら
せ
ま
し
た
。

生
地
の
繊
細
な
雰
囲
気
を
な
ん
と
か
絵
に
表
せ
た
ら
と
思
い
、

薄
い
紙
を
切
り
貼
り
し
て
描
き
ま
し
た
。

19
世
紀
中
期
の
デ
イ
・
ド
レ
ス

西
さ
ん
が
選
ん
だ
一
品
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19世紀の西欧ほど女性服のシル

エットが目まぐるしく変化した時

代はない。なかでも1870〜80年
代にかけて流行したスタイルはな

かなか奇妙で、バッスルという下

着を用いてスカートの後ろを大き

く膨らませた。バッスルの形は大

小さまざまあったが、さぞ動きの

邪魔になったことだろう。そして

本品のように下に長くなったもの

は椅子にすら座れないではないか。

しかし、提灯状に畳めるように設

計することで難なく問題をクリア

した。流行は簡単には手放せない。

（筒井）

バッスル（1870〜80年代）の着装図／京都服飾文化研究財団所蔵／畠山崇撮影

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
」。

折りたたみ式バッスル

素材：綿、鋼

原産地：西欧

製作年：1870-80年代

19世紀の西欧ほど女性服のシ

ルエットが目まぐるしく変化し

た時代はない。なかでも1870〜
80年代にかけて流行したスタイ

ルはなかなか奇妙で、バッスル

という下着を用いてスカートの

後ろを大きく膨らませた。バッ

スルの形は大小さまざまあった

が、さぞ動きの邪魔になったこ

とだろう。そして本品のように

下に長くなったものは椅子にす

ら座れないではないか。しかし、

提灯状に畳めるように設計する

ことで難なく問題をクリアした。

流行は簡単には手放せない。

（筒井）

折りたたみ式バッスル

素材：綿、鋼

原産地：西欧

製作年：1870−80年代

『La mode illustrée』誌（1886年）より

京都服飾文化研究財団所蔵

左図のバッスルをもとに製作したレプリカを着装して
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旅
す
る
ド
レ
ス

こ
こ
に
一
着
の
稀
少
な
ド
レ
ス
が
あ
る
。
ス
カ
ー
ト

の
後
ろ
を
大
き
く
膨
ら
ま
せ
た
、
1
8
7
0
年
代
半
ば

の
欧
米
に
お
け
る
流
行
の
ス
タ
イ
ル
だ
。
し
か
し
、
こ

の
ド
レ
ス
が
純
然
た
る
欧
米
製
に
見
え
難
い
の
は
、
そ

の
独
特
な
生
地
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。
近
づ
い
て
み
る
と
、

菊
、
牡
丹
、
藤
、
団う
ち
わ扇

柄
が
刺
繍
や
染
め
技
法
に
よ
っ

て
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
実
は
、
こ
の
ド
レ
ス
は
当

時
日
本
か
ら
遠
く
西
欧
へ
渡
っ
た
き
も
の
を
、
ロ
ン
ド

ン
の
タ
ー
ナ
ー
と
い
う
店
が
ド
レ
ス
に
仕
立
て
直
し
た

も
の
な
の
だ
。
折
し
も
西
欧
で
は
日
本
の
芸
術
文
化
に

対
す
る
愛
好
熱
に
火
が
付
き
、
19
世
紀
末
に
向
け
て
高

揚
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
だ
っ
た
。
き
も
の
は
人
々
の

日
本
へ
の
興
味
を
刺
激
す
る
貴
重
な
輸
入
品
だ
っ
た
の

だ
。
つ
ま
り
こ
の
ド
レ
ス
は
形
、
素
材
と
も
に
流
行
の

最
先
端
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
日
本
」
を
ま
と
っ
た

西
欧
の
女
性
は
さ
ぞ
や
目
を
引
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

き
も
の
か
ら
姿
を
変
え
た
一
着
の
ド
レ
ス
。
そ
れ
か

ら
1
0
0
年
以
上
の
後
、
今
度
は
西
欧
か
ら
日
本
へ
と

渡
り
、
こ
こ
、
K
C
I
の
収
蔵
品
と
な
っ
た
。
そ
し
て

今
、
こ
の
ド
レ
ス
は
さ
ら
な
る
旅
路
に
就
い
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
三
都
市
の
美
術
館
を
巡
回
す
る
展
覧
会
へ
出

展
す
る
た
め
だ
。
こ
の
展
覧
会
は
、
日
本
の
き
も
の
が

今
日
ま
で
欧
米
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
い
か
に
影
響
を
も

今回の手がかりとなる収蔵品

 ドレス

1870年代半ば

ブランド：ターナー

レーベル：

MAKERS 151. SLOANE STREET LONDON
京都服飾文化研究財団所蔵

リチャード・ホートン撮影　

MISSES TURNER COURT DRESS　

バッスルという下着を用いてスカートの後ろを

大きく膨らませた1870年代半ばの典型的なド

レス。ドレスのシルエットの変化が著しかった

19世紀後半において、1870年代から80年代に

かけて流行したのがバッスル・スタイルと呼ば

れるこの形だった

13

K
C
I
の
収
蔵
品
に
み
ら
れ
る

技
法
や
素
材
、来
歴
を
手
が
か
り
に
、

各
地
を
訪
れ
ま
す
。

京
都 

金
糸

﹇
前
編
﹈

寺島保太良商店の金糸。98％前後の純金が使われている／筒井直子撮影

左上ドレスの部分。縫い詰められたまばゆい金糸の梅花のうえに朱色の絹糸で花糸（かし）が刺されている／リチャード・ホートン撮影
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昔
な
が
ら
の
金
糸
を
求
め
て

そ
れ
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
京
都
市
北
区
で
金
糸
の
製

造
・
販
売
を
し
て
い
る
寺て

ら
し
ま
や
す
た
ろ
う

島
保
太
良
商
店
を
訪
ね
る
こ
と
に
し

た
。
大
徳
寺
や
今
宮
神
社
に
ほ
ど
近
い
同
店
で
、
代
表
取
締
役

の
寺
島
大
悟
さ
ん
が
朗
ら
か
に
出
迎
え
て
く
れ
た
。「
う
ち
は
明

治
30
年
の
創
業
で
す
。
ず
っ
と
金
糸
、
銀
糸
を
扱
っ
て
き
ま
し

た
。
き
も
の
も
そ
う
で
す
け
ど
、
日
本
各
地
の
お
祭
り
の
神み

こ
し輿

や
山だ

し車
の
刺
繍
幕
に
は
今
も
金
糸
が
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て
い
ま

す
よ
ね
。
力
士
の
化
粧
ま
わ
し
に
も
。
そ
う
い
う
伝
統
的
な
装

飾
の
需
要
は
今
も
ず
っ
と
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
京
都
で
純
金
を

原
料
と
す
る
金
糸
を
扱
う
店
は
も
う
ほ
ん
の
数
軒
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。」
近
年
、
金
糸
の
代
わ
り
に
、
そ
れ
に
似
せ
た

「
ラ
メ
糸
」
が
量
産
の
主
流
と
な
る
な
か
、
多
く
の
金
糸
製
造
者

が
廃
業
し
て
い
っ
た
。
寺
島
さ
ん
は
数
少
な
い
金
糸
の
担
い
手

だ
。「
昔
な
が
ら
の
方
法
で
作
る
最
高
級
の
金
糸
は
本
当
に
手
間

の
か
か
る
も
の
な
ん
で
す
。」
古
く
か
ら
日
本
の
金
糸
は
金
箔
を

細
く
裁
断
し
て
芯
糸
に
巻
き
付
け
て
作
る
。
そ
の
工
程
は
細
か

く
分
業
さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。
そ
こ
で
、
工
程
の
幾
つ
か
を
見

せ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。

和
紙
と
漆–

金
糸
の
土
台
と
な
る
も
の

最
初
に
訪
れ
た
京
都
府
南
部
の
城
陽
市
に
あ
る
工
場
は
、
金

糸
の
姿
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
。「
こ
れ
が
こ

の
工
程
で
の
出
来
上
が
り
で
す
。」
そ
う
い
っ
て
見
せ
て
く
れ
た

た
ら
し
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
K
C
I
の
収
蔵
品
を
中
心

に
辿
る
も
の
だ
。
最
初
の
開
催
館
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ア
ー
ク
美
術

館
の
学
芸
員
に
よ
る
と
、
展
示
の
冒
頭
に
並
ぶ
こ
の
ド
レ
ス
は
、

こ
と
の
ほ
か
観
覧
者
の
視
線
を
浴
び
て
い
た
と
い
う
。
優
美
で

珍
し
い
日
本
の
生
地
に
観
客
は
思
わ
ず
感
嘆
の
声
を
漏
ら
す
の

だ
、
と
。
様
々
な
文
様
や
技
法
の
な
か
で
彼
ら
の
関
心
を
引
く

も
の
の
ひ
と
つ
、
そ
れ
が
ド
レ
ス
に
ひ
と
き
わ
豪
華
さ
を
与
え

て
い
る
金
糸
刺
繍
だ
。
所
々
軽
快
に
配
さ
れ
、
ま
ば
ゆ
い
輝
き

を
放
っ
て
い
る
。

し
な
や
か
な
金
属
の
糸

こ
の
金
糸
刺
繍
の
一
つ
に
近
づ
い
て
み
よ
う
。
金
糸
が
束
に

な
っ
て
生
地
に
貼
り
つ
い
て
い
る
の
が
分
か
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

は
「
駒こ

ま
ぬ
い縫

」
と
い
う
技
法
で
、
生
地
に
直
接
刺
し
通
せ
な
い
太
い

糸
を
用
い
る
場
合
に
使
う
。
下
絵
に
そ
っ
て
生
地
の
上
に
そ
の
糸

を
置
き
、
別
の
細
い
糸
で
綴
じ
付
け
て
い
く
、
江
戸
時
代
初
期
よ

り
好
ま
れ
た
方
法
だ
。
太
さ
が
重
視
さ
れ
た
金
糸
に
適
し
、
と
り

わ
け
女
性
の
打
掛
や
小
袖
の
装
飾
に
多
用
さ
れ
た
。

さ
ら
に
金
糸
の
細
部
を
見
て
み
た
い
。
細
く
平
ら
な
金
が
ク

ル
ク
ル
と
ら
せ
ん
状
に
な
っ
て
い
る
の
が
か
ろ
う
じ
て
分
か
る
。

金
属
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
硬
そ
う
に
は
見
え
な
い
。
金

糸
は
自
在
に
曲
線
を
描
き
、
花
の
形
に
き
っ
ち
り
と
納
ま
っ
て

い
る
。
金
属
が
し
な
や
か
な
糸
に
な
っ
た
秘
密
は
一
体
ど
こ
に

あ
る
の
だ
ろ
う
。

細かく平らな金がらせん状に巻かれ、

金糸になっている

ニューアーク美術館（ニュージャージー）にて開催

された「Kimono Refashioned」展の会場風景

本展は2018年10月から1年をかけてニューアーク美術館、

サンフランシスコ・アジア美術館、シンシナティ

美術館を巡回している。シンシナティ美術館では

「Kimono: Refashioning Contemporary Style」という
展名で2019年9月15日まで開催

Kimono Refashioned, Newark Museum, 2018,ⓒEmily Laverty

（右）寺島保太良商店の外観。

近くには大徳寺や今宮神社、

金閣寺といった京都の名所が

点在する

（左）寺島保太良商店、代表

取締役の寺島大悟さん。昔な

がらの方法で金糸を撚ってみ

せてくれた

／筒井直子撮影

丸撚りによる金糸。芯糸に平箔を隙間なく包むように撚っていく
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に
な
ら
な
い
ら
し
い
。
よ
う
や
く
1
2
5
メ
ー
ト
ル
分
の
作
業

を
終
え
る
と
、「
こ
れ
を
丸
一
日
、
室
で
吊
っ
て
乾
か
し
ま
す
。

そ
し
て
あ
と
二
回
、
同
じ
よ
う
に
し
て
塗
り
重
ね
ま
す
。」
服
部

さ
ん
が
玉
の
よ
う
な
汗
を
垂
ら
し
な
が
ら
平
然
と
し
た
表
情
で

語
る
。
金
糸
の
素
地
に
こ
の
よ
う
な
工
程
が
隠
れ
て
い
た
と
は
。

驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。「
金
糸
の
品
質
を
決
め
る
大
切
な
仕
事
な

ん
で
す
よ
。」
寺
島
さ
ん
が
呟
い
た
言
葉
に
深
い
敬
意
が
こ
も
っ

て
い
た
。

金
糸
完
成
ま
で
の
道
の
り
が
こ
れ
ほ
ど
果

て
し
な
く
遠
い
こ
と
を
、
私
た
ち
は
こ
の
時

ま
で
全
く
想
像
す
ら
し
て
い
な
か
っ
た
。

（
次
号
へ
つ
づ
く
）

取
材
文
・
筒
井
直
子

の
は
、
茶
色
く
長
い
一
枚
の
紙
だ
っ
た
か
ら
だ
。
工
場
の
二
階

へ
行
く
と
、
数
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
り
床
が
ぽ
っ
か
り
と
空
い
て

い
る
。
下
を
覗
く
と
そ
こ
は
広
い
室む

ろ

に
な
っ
て
い
て
、
高
さ
に

思
わ
ず
足
が
す
く
む
。「
こ
こ
で
は
金
箔
を
貼
る
た
め
の
和
紙
に

漆
を
塗
っ
て
い
ま
す
。
金
箔
は
一
万
分
の
三
ミ
リ
で
す
か
ら
、
糸

に
す
る
た
め
に
は
土
台
と
な
る
和
紙
が
必
要
な
ん
で
す
け
ど
、
凹

凸
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
和
紙
の
表
面
を

ツ
ル
っ
と
さ
せ
て
金
箔
と
な
じ
ま
せ
る
の
に
は
漆
が
最
適
な
ん

で
す
。
漆
は
湿
度
の
あ
る
環
境
で
乾
く
の
で
、
こ
う
い
う
室
が

要
る
ん
で
す
よ
。」
五
年
の
修
行
を
経
た
と
い
う
服
部
さ
ん
が
缶

に
入
っ
た
漆
を
丹
念
に
混
ぜ
な
が
ら
話
し
て
く
れ
る
。「
こ
の
漆

を
幅
60
セ
ン
チ
、
長
さ
1
2
5
メ
ー
ト
ル
の
長
い
和
紙
に
均
等

に
薄
く
塗
り
ま
す
。」
聞
く
と
、
漆
は
質
感
の
調
整
が
非
常
に
難

し
く
、
塗
布
が
薄
す
ぎ
る
と
金
箔
が
綺
麗
に
の
ら
ず
、
厚
す
ぎ

る
と
表
面
が
割
れ
る
の
だ
そ
う
だ
。
さ
ら
に
漆
の
状
態
は
温
湿

度
に
大
き
く
左
右
さ
れ
、
そ
れ
を
客
観
的
に
測
る
こ
と
は
出
来

な
い
ら
し
い
。
全
て
そ
の
日
の
温
湿
度
を
身
体
で
感
じ
、
手
の

感
覚
を
頼
り
に
漆
を
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
硬
さ
で
塗
る
の
か
を

決
め
る
の
だ
と
い
う
。「
そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
塗
っ
て
い
き
ま
す

ね
。」
空
調
を
切
り
、
全
て
の
窓
を
閉
め
、
約
50
年
前
か
ら
動
い

て
い
る
と
い
う
機
械
に
ま
ん
べ
ん
な
く
漆
を
垂
ら
す
。
す
る
と

ロ
ー
ル
状
の
和
紙
が
薄
茶
色
に
染
ま
っ
て
ス
ル
ス
ル
と
は
き
出

さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
を
二
人
掛
か
り
で
室
の
な
か
に
波
状
に
吊
っ

て
い
く
。
一
定
の
速
度
で
和
紙
が
出
て
く
る
た
め
、
一
時
も
手

を
休
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
し
て
、
一
点
で
も
和
紙
の
表

面
が
ど
こ
か
に
付
い
て
し
ま
う
と
、
そ
の
1
ロ
ー
ル
は
使
い
物

写真①

金箔を貼るための漆紙を製造

する服部商店の服部さん。1 階

は室（むろ）で 2階の床は所々

空いている

写真②

約50年前の機械で125メートル
もの紙に均等に漆を塗っていく

写真③

身体に馴染んだ感覚を頼りに漆

を調整する服部さん

写真④

漆を塗った和紙は表面が接し

ないように細心の注意を払い

ながら二人掛かりで室に吊る

していく

左

1 階の室の様子。ツヤっと光る

漆の光沢が美しい

／福嶋英城撮影（P.18〜19）

寺島保太良商店

〒603-8246 京都市北区紫野西泉堂町65–2
電話 075–495–7111
ホームページ http://www.terayasu.com

①

③④

②
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今
日
着
て
い
る
服
、
あ
な
た
は
ど
う
や
っ
て
選
び
ま
し
た
か
？

制
服
、
ス
ー
ツ
、
ジ
ー
ン
ズ
、
T
シ
ャ
ツ
、
ワ
ン
ピ
ー

ス
、
ト
レ
ン
チ
コ
ー
ト
…
。
そ
の
時
の
気
分
で
選
ぶ
こ
と
も
あ
れ
ば
、
何

を
す
る
か
、
誰
に
会
う
か
で
決
め
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
コ
ス
プ

レ
の
よ
う
に
自
分
と
は
別
の
〈
だ
れ
か
〉
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
だ
っ
て

あ
り
ま
す
。

一
方
で
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
「
着
る
」
だ
け
で
な
く
、「
視
る
／
視
ら
れ

る
」
も
の
で
す
。
特
定
の
文
化
や
社
会
、
グ
ル
ー
プ
で
通
用
す
る
コ
ー

ド
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
駆
け
引
き
あ
る
い
は
ゲ
ー
ム
に
も
似
た
自
己
と

他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
S
N
S
の
普
及
に
よ
っ
て
、
誰
も
が
自
ら
の
装
い

を
自
由
に
発
信
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
、
私
た
ち
と
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
の
か
か
わ
り
方
も
ま
た
新
し
い
局
面
を
迎
え
て
い
ま
す
。
本
展
で
は
、

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
ア
ー
ト
の
ほ
か
、
映
画
や
マ
ン
ガ
な
ど
に
描
か
れ
た

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
現
代
社
会
に
お
け
る
新
た
な

〈
ド
レ
ス
・
コ
ー
ド
〉、
わ
た
し
た
ち
の
装
い
の
実
践
（
ゲ
ー
ム
）
を
見

つ
め
直
し
ま
す
。
是
非
お
越
し
く
だ
さ
い
。

シンポジウム

「ドレス・コード？−それぞれのファッション学の視点から」

日時 8月31日（土）午後1時30分より（午後1時開場、午後4時30分終了予定）

登壇者 内村理奈氏（日本女子大学家政学部  准教授）

 平芳裕子氏（神戸大学大学院人間発達環境学研究科  准教授）

 井上雅人氏（武庫川女子大学生活環境学部  准教授）

 小形道正（京都服飾文化研究財団  アシスタント・キュレーター）

場所 京都国立近代美術館1階講堂

参加費 無料（本展観覧券が必要）

定員 先着80名 （事前申込不要。当日午前11時より1階受付にて整理券を配布）

子どものワークショップ

着せかえ紙人形を使って

19世紀のファッション・デザイナーになろう！ 

日時 9月21日（土）、28日（土）、両日ともに午後1時〜4時
 （開催時間中はいつでもお越しください。ただし各日、先着50名まで）

参加費 無料、事前申込不要

対象 3歳以上（ただし未就学児は保護者同伴のこと）

場所 京都国立近代美術館1階ロビー

展覧会情報

 「ドレス・コード？−着る人たちのゲーム」展

2019年8月9日（金）〜10月14日（月・祝）

京都国立近代美術館（岡崎公園内）

開館時間 午前9時30分〜午後5時
  毎週金曜日、土曜日は午後9時まで開館（入館は閉

館の30分前まで）

休館日  毎週月曜日　※ただし8月12日、9月16日・23日、

10月14日（すべて月・祝）は開館。翌日火曜日が休館

主催  京都国立近代美術館、公益財団法人京都服飾文

化研究財団

後援   京都府、京都市、京都商工会議所、

   一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会、

一般社団法人日本ボディファッション協会

特別協力 株式会社ワコール

協力  KLMオランダ航空、株式会社七彩、日本航空、

  ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社

助成 オランダ王国大使館

協賛 MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社

※団体は20名以上、消費税込み

※ 心身に障がいのある方と付添者1名は無料（入館の際に証明

できるものをご提示ください。）

※ 本料金でコレクション展（4階展示室）もご覧になれます。

［展覧会のお問い合わせ］

□京都国立近代美術館　TEL：075-761-4111
　〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町

□京都服飾文化研究財団　TEL：075-321-9221
　〒600-8864 京都市下京区七条御所ノ内南町103

本展は熊本市現代美術館（2019年12月8日（日）〜2020年2月23日
（日））に巡回します。詳細は決まり次第本展特設サイトにて

お知らせします。

京都服飾文化研究財団（KCI）はこの夏

「ドレス・コード？―着る人たちのゲーム」展を

開催します

展覧会関連イベント

詳細は展覧会特設サイトをご覧ください。
https://www.kci.or.jp/dc  京都国立近代美術館　2019年8月9日（金）～10月14日（月・祝）

入場料

グッチ　2018年秋冬

ジェフ・クーンズ×ルイ・ヴィトン　2017年

コム・デ・ギャルソン・オム・プリュス　2009年秋冬

すべて京都服飾文化研究財団所蔵　畠山崇撮影

モスキーノ　2017年春夏　MOSCHINO S.p.A.寄贈 ヴェトモン　2017年秋冬

一般

大学生

高校生

中学生以下／無料

当日

1,300円

900円

500円

前売・団体

1,100円

700円

300円

©京都服飾文化研究財団
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レドファン
コート 1902年頃

京都服飾文化研究財団所蔵　©KCI

欠損部を製作補充した収蔵品

第 13 回

T O D A Y ' S  R E S T O R A T I O N  R O O M

今日の補修室

今号より、
欠損部の製作補充について

ご紹介します。

カフスの製作補充手順

1 .  右カフスのパターンを取り、刺繍図案を製作する。

a. 花／三重のサテン・ステッチ。１層目と３層目は同方向、２層目はそれらと直角方向に刺すことでぷっくりとした厚みが出る

b. 葉／ロング・アンド・ショート・ステッチ

c. 茶とベージュのコードをコーチング・ステッチでとめる

d. 茶のナット・ステッチ

e. 生地を切り抜き、レースを裏からあてる

f . ブレードを付ける

2.  右カフスの刺繍図案を左右対称に写し、刺繍する。刺繍糸には染色した綿刺繍糸を使用。

3.  レースをはめ込む箇所の生地をあらかじめ切り抜いておき、オリジナルに似たレースを裏側から当てる。
　 レースが不足しているところは、レースと同色の糸を渡し、かがって補う。

4.  刺繍した生地の下端を刺繍に沿ってカットし、土台の生地（染色したネル）にアップリケする。

5.  ミシンステッチで留められた2枚のバイアス地の芯を入れる。袖に縫い留め裏地を付ける。

6.  オリジナルに似たブレードをカフスの上端に付けて完成。

a 

b

c

f

d

e

KCI では、補修・修復として欠損部の製作補充を行
うことがあります。今号から、これまで KC Iで行った
欠損部の補充をご紹介していきます。

欠損部の製作補充を行うには二つ条件があります。
一つが、欠損によって衣服の機能やデザインが著しく
損われていると判断した場合、もう一つが、現存して
いる部分をもとに欠損前の状態を推し量ることができ
る場合です。

今回は、1902年頃のレドファン（テイラード・スー
ツで名を馳せたイギリスのブランド） のコートのカフス

（袖口）を欠損補充した事例を紹介します。KC Iでこの
コートを収蔵した当初、見事な装飾が施された右カフ
スは残っていましたが、左カフスは取り外され欠損し
ていたために外見を損なっていました。現存する右カ
フスをもとに左カフスの製作補充が可能と判断し、左
カフスが製作されることになりました。

欠損部を製作するため、まずは残っている右カフス
がどのような素材でどのように縫われているか、内部
構造を詳しく調べました。調査により右カフスは、刺
繍した生地を土台の生地に重ねアップリケした二重構
造と判明しました。適した素材を選定したのち、左カ
フスの製作に取りかかりました。

（谷智恵美） 

オリジナルの右カフスKCIで製作した左カフス



いま東京で開催中の「マリアノ・フォルチュニ−織り

なすデザイン−展」では、20世紀初頭から活動を始め

た芸術家、フォルチュニの多岐にわたる創作活動が紹介

され、話題を集めています。なかでも彼の真骨頂とも

いえる衣装作品は充実した展示となっています。KC I

はこの展覧会にフォルチュニの衣装や資料作品など計8

点を貸出しました。代表作のプリーツ・ドレス、「デル

フォス」は本展のキャッチコピーにもある通り、「100

年たっても、新しい」。彼の作品には「いま着てみた

い」と思わせる色あせない美しさがあります。この機

会にぜひご覧ください。本展は東京・丸の内の三菱一

号館美術館にて10月6日（日）まで開催。詳しくは美術館

ホームページhttps://mimt.jp/をご覧ください。
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編集後記服をめぐる

お知らせ

これは1839年-41年のファッション誌に付録とし

て付いていた紙製着せかえ人形です。子どもの玩

具ではなく、大人の女性向けに作られたものです。

既製服がほとんどなかったこの時代、女性達はこ

れをもとにドレスをオーダーしたり、コーディネー

トの参考にしていました。

これまでに、この着せかえ人形をご覧になった方々

から「可愛いから作って欲しい！」というお声を

多数いただいていました。そこでこのたび皆様の

熱いご要望にお応えし、「ドレス・コード？－着る

人たちのゲーム」展の関連グッズとして復刻する

ことになりました。

会期中、美術館のミュージアム・ショップで販売しますので、

ぜひお手にとってみてください。また、会期中にこの着せか

え人形を使ったワークショップを開催します。ぜひご参加く

ださい。

※「ドレス・コード？－着る人たちのゲーム」展の詳細は

　　20〜21ページをご覧ください。

KC I収蔵品のなかから、
19世紀の紙製着せかえ人形を復刻し ます！


