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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
作
家
の

い
し
い
し
ん
じ
さ
ん
で
す
�

い
し
い
さ
ん
は
1
9
6
6
年
、
大
阪
生
ま
れ
�
京

都
大
学
を
卒
業
後
、
会
社
員
時
代
に
書
い
た
日
記
が

評
判
を
呼
び
、
1
9
9
4
年
作
家
デ
ビ
ュ
ー
�
幻
想

的
か
つ
寓
話
的
な
小
説
で
注
目
を
浴
び
、『
麦
ふ
み

ク
ー
ツ
ェ
』
で
第
18
回
坪
田
譲
治
文
学
賞
、『
あ
る

一
日
』
で
第
29
回
織
田
作
之
助
賞
大
賞
、『
悪
声
』

で
第
4
回
河
合
隼
雄
物
語
賞
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
文

学
賞
を
受
賞
さ
れ
て
い
ま
す
�
現
在
は
京
都
市
在
住
�

レ
コ
ー
ド
収
集
家
と
し
て
、
愛
用
の
蓄
音
機
「
コ
ロ

ち
ゃ
ん
」
を
使
っ
て
の
レ
コ
ー
ド
鑑
賞
会
を
積
極
的

に
開
催
す
る
な
ど
、
文
芸
活
動
に
と
ど
ま
ら
な
い
多

岐
に
わ
た
る
活
躍
を
さ
れ
て
い
ま
す
�

そ
ん
な
い
し
い
さ
ん
が
選
ん
だ
K
C
I
の
収
蔵
品

は
、
数
千
匹
も
の
玉
虫
の
翅は

ね

で
模
様
を
描
き
出
し
た

19
世
紀
半
ば
の
ド
レ
ス
�
玉
虫
の
翅
は
光
に
よ
っ
て

き
ら
き
ら
と
輝
き
、
見
る
角
度
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま

な
色
に
光
り
ま
す
�
こ
の
七
色
に
輝
く
ド
レ
ス
か
ら
、

い
し
い
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
お
話
を
生
み
出
し
た
の

で
し
ょ
う
か
�
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い
し
い
し
ん
じ

夜
明
け
前
、
少
年
は
祖
母
の
声
に
、
裏
の
蜜
小
屋
ま
で
呼
ば
れ
た
�
ろ
う
そ
く
の
炎
の
ま
わ
り
で
黄
金
色
の
光
が
充

満
し
て
い
る
�
ひ
と
の
姿
は
な
く
、
た
だ
祖
母
の
声
だ
け
が
、
小
屋
の
天
井
あ
た
り
で
ゆ
っ
た
り
と
旋
回
し
て
い
る
�

「
わ
か
る
ね
�
父
さ
ん
が
い
な
く
な
っ
た
い
ま
、
た
ま
む
し
を
あ
つ
め
る
の
は
、
い
よ
い
よ
、
お
ま
え
し
か
い
な
い
」

祖
母
の
声
は
い
っ
た
�

「
ほ
ん
の
五
千
ぽ
っ
ち
、
だ
な
ん
て
、
あ
ま
く
み
る
ん
じ
ゃ
な
い
�
た
ま
む
し
は
、
あ
つ
め
に
き
た
ひ
と
の
こ
こ
ろ
を

読
む
ん
だ
�
い
い
か
い
、
た
い
せ
つ
に
、
た
い
せ
つ
に
、
あ
つ
か
う
こ
と
だ
よ
」

少
年
は
こ
く
ん
と
う
な
ず
く
�
大
き
な
瓶
に
歩
み
よ
る
と
、
ひ
し
ゃ
く
を
使
い
、
右
、
つ
ぎ
に
左
と
、
肘
か
ら
先
の

前
腕
に
、
村
に
長
く
伝
わ
る
焦
げ
茶
色
の
蜜
を
、
た
っ
ぷ
り
そ
そ
ぎ
か
け
て
ゆ
く
�
姉
が
い
つ
も
そ
う
し
て
い
た
よ
う

に
、
記
憶
の
な
か
か
ら
浮
上
す
る
、
あ
い
ま
い
な
笑
み
を
口
元
に
た
た
え
て
�
も
う
十
四
歳
�
父
が
先
週
の
土
曜
、
軍

服
姿
で
町
へ
出
て
い
っ
た
意
味
は
知
っ
て
い
る
�

日
が
昇
る
ま
で
蜜
小
屋
で
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
�
朝
日
が
小
屋
の
床
に
、
窓
の
か
た
ち
の
日
だ
ま
り
を
落
と
し
た
ら

出
発
だ
�
た
ま
む
し
は
、
光
を
食
べ
る
い
き
も
の
だ
�
日
が
高
く
な
っ
て
は
じ
め
て
、
木
陰
か
ら
飛
び
た
つ
の
だ
�

腰
に
袋
を
さ
げ
、
森
の
茂
み
を
割
っ
て
歩
く
�
空
の
高
み
で
、
祖
母
の
声
が
つ
い
て
き
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
気
に

は
な
ら
な
い
�
姉
、
父
の
あ
と
に
つ
い
て
、
幾
度
と
な
く
か
よ
っ
た
森
の
道
�
八
つ
年
上
の
姉
は
、
村
は
じ
ま
っ
て

以
来
の
む
し
と
り
と
呼
ば
れ
た
�
ひ
と
さ
し
指
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
蜜
を
つ
け
た
だ
け
で
、
何
千
何
万
の
た
ま
む
し
が

イヴニング・ドレス　1850年頃

京都服飾文化研究財団所蔵　畠山崇撮影

緑や紫に輝く玉虫の前羽が留め付けられた綿製の軽やかなドレス。イギリス

の若い姉妹が着用したと伝わるこれらのドレスには、一匹から二枚の羽を採

取したとすると約5千匹もの玉虫が使用されていることになる。生地と刺繍は

インド製。当時、インドを植民地化していたイギリスは玉虫刺繍のさまざまな

製品をインドから西洋市場に向けて輸出していた。本品のような玉虫付きド

レスやショール、帽子などのファッションが西洋各国で流行した。

い
し
い
し
ん
じ
さ
ん
が
選
ん
だ
一
品
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流
れ
る
煙
の
よ
う
に
お
し
よ
せ
た
�

「
た
ま
む
し
た
ち
も
、
お
ね
え
ち
ゃ
ん
が
好
き
な
ん
だ
」
ま
だ
四
歳
、
五
歳
だ
っ
た
少
年
の
目
か
ら
み
て
も
、
姉
の
面

立
ち
は
雪
嶺
の
上
の
空
の
よ
う
に
澄
み
わ
た
り
、
い
つ
ま
で
も
、
い
つ
ま
で
も
、
時
間
を
こ
え
て
見
つ
め
て
い
た
く
な

る
�
粗
末
な
麻
の
着
衣
に
何
万
の
た
ま
む
し
が
貼
り
つ
き
、
空
じ
ゅ
う
に
敷
き
詰
め
た
虹
み
た
い
に
、
ゆ
っ
く
り
と
流

れ
て
い
く
�

「
わ
か
る
？　

わ
た
し
、
山
を
着
て
る
」

胸
元
の
麻
布
を
引
っ
ぱ
り
な
が
ら
姉
が
笑
う
�
そ
う
し
て
、
は
い
ま
わ
る
玉
虫
を
指
さ
す
と
、

「
そ
の
上
に
、
森
を
着
て
る
の
！
」

そ
の
場
所
に
つ
く
�
ひ
と
が
こ
の
大
陸
に
顔
を
み
せ
る
よ
り
、
は
る
か
前
か
ら
緑
陰
を
お
と
し
て
き
た
エ
ノ
キ
の
群

生
�
し
ず
か
に
腕
を
あ
げ
る
と
、
黒
々
と
乾
い
て
い
た
蜜
が
陽
光
を
う
け
、
や
わ
ら
か
く
飴
色
に
と
ろ
け
だ
す
�
祖
母

の
声
は
と
う
も
前
に
村
へ
帰
っ
て
し
ま
っ
た
�

樹
冠
の
上
で
、
き
ら
き
ら
と
、
小
粒
の
虹
が
お
ど
っ
て
い
る
�
陽
光
を
食
む
む
し
た
ち
の
う
ち
、
に
お
い
に
敏
感
な

一
頭
が
、
地
面
近
く
か
ら
た
ち
の
ぼ
る
蜜
に
気
づ
き
、
ま
っ
す
ぐ
に
お
り
て
く
る
、
そ
の
は
ず
だ
っ
た
�
つ
づ
い
て
二

頭
、
三
頭
、
四
頭
、
た
ち
ま
ち
上
腕
は
、
重
た
い
く
ら
い
、
虹
の
き
ら
め
き
に
覆
わ
れ
、
ブ
ラ
シ
で
こ
そ
ぎ
落
と
せ
ば

た
ち
ま
ち
数
千
の
む
し
が
収
穫
さ
れ
る
、
そ
の
は
ず
だ
っ
た
�

一
頭
す
ら
、
少
年
の
腕
に
舞
い
降
り
て
こ
な
い
�
た
っ
た
い
ま
ま
で
飛
び
か
っ
て
い
た
虹
の
群
れ
が
、
た
っ
ぷ
り
な

陽
を
う
け
、
縦
横
に
枝
を
の
ば
す
、
エ
ノ
キ
の
樹
冠
か
ら
か
き
消
え
て
い
る
�

そ
の
か
わ
り
�

ざ
し
、
ざ
し
�
草
を
踏
む
音
�
エ
ノ
キ
の
幹
の
む
こ
う
か
ら
、
虹
が
歩
い
て
や
っ
て
く
る
�
少
年
は
呆
然
と
、
し
か

し
、
待
ち
望
ん
で
い
た
よ
う
な
き
も
ち
で
見
つ
め
て
い
る
�
ち
が
う
、
い
ま
も
森
に
い
る
�
七
歳
の
冬
に
発
し
た
叫
び

が
、
喉
の
奥
で
こ
だ
ま
す
る
�
お
ね
え
ち
ゃ
ん
が
、
密
猟
者
に
や
ら
れ
た
り
す
る
も
ん
か
！　

雪
が
積
も
っ
て
い
た
�
黒

い
し
み
が
転
々
と
落
ち
て
い
た
�
灰
色
の
、
白
黒
の
記
憶
�

そ
の
な
か
か
ら
虹
は
、
起
き
上
が
り
、
迷
い
な
く
、
少
年
め
ざ
し
ま
っ
す
ぐ
に
や
っ
て
く
る
�
何
万
、
何
億
の
た
ま

む
し
が
凝
集
し
、
ひ
と
の
か
た
ち
を
な
し
て
い
る
�
す
ら
っ
と
背
の
高
い
、
十
代
後
半
の
、
若
い
娘
�

虹
の
娘
が
目
の
前
に
立
つ
�
少
年
は
、
か
け
よ
う
と
し
た
声
を
ゆ
っ
く
り
と
の
み
こ
む
�
た
ま
む
し
に
は
ひ
と
の
こ

こ
ろ
が
わ
か
る
の
だ
�
娘
は
右
手
を
の
ば
し
、
少
年
の
頬
を
さ
わ
る
�
つ
や
つ
や
と
滑
る
木
の
葉
の
感
触
�
む
し
じ
ゃ

な
い
、
少
年
は
お
も
う
、
お
ね
え
ち
ゃ
ん
は
、
む
し
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
、
森
に
な
っ
た
ん
だ
！

こ
こ
ろ
を
読
ん
だ
の
か
、
虹
の
娘
が
、
声
も
な
く
し
ず
か
に
笑
う
の
が
わ
か
る
�
全
身
の
虹
が
さ
わ
さ
わ
と
揺
れ
、
そ

れ
と
同
時
に
エ
ノ
キ
の
木
々
が
、
森
が
、
山
を
覆
う
空
、
大
地
が
揺
れ
動
く
�

娘
の
か
た
ち
を
な
す
た
ま
む
し
の
甲
は
、
た
だ
き
ら
び
や
か
に
輝
い
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
�
と
り
ど
り
の
色
、
景

色
、
時
間
を
織
り
交
ぜ
て
光
る
�
は
じ
め
て
手
を
つ
な
い
で
で
か
け
た
森
の
み
ず
う
み
�
母
と
祖
母
が
顔
を
寄
せ
合
う

大
鍋
の
湯
気
�
胸
を
そ
ら
せ
て
大
笑
い
す
る
父
の
、
こ
ん
が
ら
が
っ
た
髭
�
う
ま
れ
た
て
の
妹
の
瞳
�
動
か
な
く
な
っ

た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
、
深
い
洞
窟
み
た
い
な
目
玉
�
た
ま
む
し
は
ひ
と
の
こ
こ
ろ
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
ま
る
で
鏡
の

よ
う
に
、
ひ
と
の
こ
こ
ろ
を
写
す
の
か
�

「
ま
た
き
て
ね
」

娘
は
、
よ
く
通
る
声
で
い
う
�

「
あ
な
た
の
た
め
に
あ
つ
め
た
の
」

そ
の
瞬
間
、
娘
は
消
え
る
�
芯
を
失
っ
た
た
ま
む
し
の
甲
が
、
ざ
っ
、
と
虹
の
滝
の
よ
う
に
、
森
の
緑
陰
に
落
ち
か
か
る
�

少
年
は
じ
っ
と
み
つ
め
て
い
る
�
最
後
の
二
枚
、
三
枚
が
、
ゆ
ら
り
、
ゆ
う
ら
り
と
、
木
陰
に
た
ま
っ
た
光
の
上
に

落
下
す
る
�
堆
積
し
た
光
の
記
憶
�
少
年
は
森
の
奥
を
み
や
り
、
目
を
こ
す
っ
て
、
わ
ず
か
に
う
な
ず
く
�
そ
う
し
て

し
ゃ
が
み
こ
み
、
腰
の
袋
を
は
ず
し
て
、
地
面
に
積
も
っ
た
五
千
枚
の
虹
を
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
、「
た
い
せ
つ
に
」
拾
い

あ
つ
め
て
ゆ
く
�

森
の
ド
レ
ス　

い
し
い
し
ん
じ
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〔右頁〕

『ガゼット・デュ・ボン・トン』誌より

「ちいさな港」  1924年

〔左頁〕

［左］キセル  1960〜70年代

［右上］魚型のブローチ  1971年頃

［右下］珊瑚のイヤリング  1930〜40年代

すべて京都服飾文化研究財団所蔵

成田舞撮影
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今
夏
、
女
性
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
目
を
引
く
も
の
の
ひ
と
つ
が

多
種
多
様
な
レ
ー
ス
だ
�
白
く
繊
細
な
花
文
様
は
少
女
の
よ
う
な

愛
ら
し
さ
を
、
肌
を
透
か
す
黒
い
網
目
は
大
人
の
色
気
を
思
わ
せ

る
�
純
真
か
ら
妖
艶
ま
で
、
レ
ー
ス
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
は
女
性
の

多
面
性
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
だ
�
現
在
、
女
性
の
ア
イ
テ
ム
の

筆
頭
で
あ
る
レ
ー
ス
は
、
か
つ
て
の
西
洋
で
は
と
り
わ
け
男
性
に

好
ま
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
�
17
世
紀
の
肖
像
画
を
見
て
み
よ
う
�

裕
福
で
勇
ま
し
い
甲
冑
姿
の
男
性
の
首
元
に
は
、
純
白
の
レ
ー
ス

で
で
き
た
襟
が
誇
ら
し
げ
に
輝
い
て
い
る
�
現
代
の
私
た
ち
か
ら

見
れ
ば
い
さ
さ
か
意
外
な
取
り
合
わ
せ
に
思
え
る
が
、
当
時
の
レ
ー

ス
は
華
美
な
装
飾
を
好
む
「
男
ら
し
さ
」
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
の

だ
�
レ
ー
ス
は
今
も
昔
も
、
老
若
男
女
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
�

16
世
紀
半
ば
、
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
で
興
っ
た
現
在

の
レ
ー
ス
の
原
型
は
、
た
ち
ま
ち
欧
州
各
地
に
広
が
り
、
産
地
特

有
の
文
様
を
形
成
し
て
い
っ
た
�
当
時
の
レ
ー
ス
の
代
表
的
な
技

法
は
、
縫
い
針
と
糸
で
作
ら
れ
る
ニ
ー
ド
ル
ポ
イ
ン
ト
レ
ー
ス
と

組
み
紐
の
技
術
を
用
い
た
ボ
ビ
ン
レ
ー
ス
の
二
種
類
に
大
別
さ
れ

る
�
い
ず
れ
も
麻
の
製
糸
技
術
や
漂
白
技
術
に
優
れ
て
い
た
フ
ラ

ン
ド
ル
地
方
や
フ
ラ
ン
ス
北
部
を
中
心
に
発
展
し
、
手
工
レ
ー
ス

は
ま
す
ま
す
そ
の
繊
細
さ
が
競
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
�
17

世
紀
末
に
は
フ
ラ
ン
ス
が
欧
州
の
市
場
を
支
配
し
、
18
世
紀
に
か

け
て
贅
を
凝
ら
し
た
見
事
な
レ
ー
ス
を
数
多
く
生
み
出
し
た
�
そ

の
価
値
は
時
に
宝
石
を
も
凌
い
だ
と
い
う
�

莫
大
な
時
間
と
手
間
を
要
す
る
緻
密
な
レ
ー
ス
の
生
産
は
、
19

世
紀
に
な
る
と
他
の
繊
維
産
業
と
同
じ
く
人
の
手
か
ら
機
械
へ
と

移
行
し
て
い
く
�
手
業
の
集
積
を
い
か
に
機
械
で
実
現
す
る
か
、
そ

こ
に
欧
州
各
地
で
心
血
が
注
が
れ
た
�
レ
ー
ス
熱
は
止
む
こ
と
な

く
、
な
お
も
広
が
り
続
け
た
�

時
代
が
下
り
、
20
世
紀
初
頭
�
日
本
で
は
洋
装
の
普
及
と
と
も

に
さ
ま
ざ
ま
な
洋
装
品
の
生
産
が
各
地
で
興
り
活
況
を
呈
し
始
め

た
�
レ
ー
ス
は
と
り
わ
け
戦
後
に
生
産
が
拡
大
し
て
い
く
�

な
か
で
も
福
井
市
は
織
物
の
産
地
と
し
て
広
く
知
ら
れ
た
街
だ
�

明
治
時
代
に
は
絹
織
物
の
羽
二
重
、
大
正
時
代
は
レ
ー
ヨ
ン
織
物
、

そ
し
て
近
年
で
は
合
成
繊
維
の
開
発
が
進
み
、
世
界
有
数
の
合
成

繊
維
織
物
の
産
地
と
な
っ
た
�

こ
の
織
物
の
街
に
国
内
外
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
か
ら

の
注
文
が
絶
え
な
い
レ
ー
ス
工
場
が
あ
る
と
聞
き
、
訪
ね
る
こ
と

に
し
た
�
現
代
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
惹
き
つ
け
る
レ
ー
ス
と
は
一
体

ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
�

福
井
市
の
中
心
地
か
ら
南
へ
約
4
㎞
、
足
羽
川
の
堤
防
を
下
っ

た
と
こ
ろ
に
そ
の
「
双
葉
レ
ー
ス
株
式
会
社
」
が
あ
る
�
大
正
12

年
に
創
業
し
た
同
社
は
当
初
、
布ふ

は

く帛
を
製
造
し
て
い
た
が
、
昭
和

30
年
代
後
半
に
レ
ー
ス
編
み
機
を
導
入
し
、
以
降
、
生
産
体
制
を

ラ
ッ
セ
ル
レ
ー
ス
と
い
う
機
械
レ
ー
ス
中
心
に
据
え
て
い
る
�
社

長
の
川
下
晴
久
さ
ん
が
出
迎
え
て
く
れ
た
�「
今
の
レ
ー
ス
は
8
割

4

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
。

KCIが所蔵する18世紀のレース。

ドレスの襟や袖口を飾った。

緻密な文様のボビンレース（18世紀）。

素材は麻が主流だった。

0mm

10mm

20mm

30mm
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双
葉
レ
ー
ス
株
式
会
社

〒
9
1
8-

8
1
1
2 

福
井
市
下
馬

1-

9
0
2-

3　

電
話
0
7
7
6-

3
6-

0
3
6
3

取
材
に
ご
協
力
頂
い
た
企
業
・
団
体
︵
敬
称
略
︶

以
上
が
海
外
か
ら
の
輸
入
で
す
�」
最
盛
期
に
は
1
0
0
数
社
も
の
レ
ー

ス
工
場
が
福
井
や
石
川
地
方
に
あ
っ
た
と
い
う
�
今
は
そ
の
大
半
が
廃

業
か
海
外
へ
移
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
だ
�「
私
た
ち
が
こ
こ
で
作
っ
て

い
る
レ
ー
ス
の
糸
の
多
く
は
、
天
然
繊
維
な
ん
で
す
�」
現
在
、
世
の

中
に
流
通
す
る
レ
ー
ス
の
ほ
と
ん
ど
は
合
成
繊
維
で
作
ら
れ
て
い
る
�

レ
ー
ス
の
よ
う
な
複
雑
な
編
み
柄
は
強
度
が
あ
っ
て
引
っ
か
か
り
の
少

な
い
合
成
繊
維
が
大
量
生
産
に
は
適
し
て
い
る
�
し
か
し
双
葉
レ
ー
ス

は
そ
の
逆
を
い
く
�「
国
内
外
の
レ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
さ
ん
の
大
半
は
、
合

成
繊
維
で
カ
ー
テ
ン
や
下
着
を
作
っ
て
い
ま
す
が
、
う
ち
は
ア
ウ
タ
ー

ウ
エ
ア
用
の
も
の
を
天
然
繊
維
で
手
間
と
時
間
を
か
け
て
作
っ
て
い
ま

す
�
こ
ん
な
に
非
効
率
な
も
の
は
他
で
は
作
り
ま
せ
ん
よ
�」

そ
の
機
械
を
見
に
、
工
場
の
な
か
を
案
内
し
て
も
ら
っ
た
�
16
台

の
編
み
機
が
ガ
シ
ャ
ガ
シ
ャ
と
大
き
な
音
を
た
て
て
い
る
�「
こ
れ
は

昭
和
40
年
代
の
機
械
で
す
�
天
然
繊
維
の
レ
ー
ス
は
こ
う
い
う
機
械

で
し
か
編
め
ま
せ
ん
�」
新
し
い
機
械
は
高
速
に
編
む
た
め
、
合
成
繊

維
の
細
糸
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
機
械
は
糸
の
太
さ
や
風
合

い
に
合
わ
せ
て
微
妙
に
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
�
特
に
天

然
繊
維
は
毛
羽
立
ち
、
絡
み
や
す
い
性
質
が
あ
り
、
時
々
調
整
を
し

な
が
ら
稼
働
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
�
約
9
0
0
本
の
ウ
ー
ル
や
綿

の
糸
で
編
み
あ
が
っ
て
い
く
出
来
立
て
の
レ
ー
ス
は
、
ふ
ん
わ
り
と

柔
ら
か
そ
う
で
温
か
み
が
あ
る
�
合
成
繊
維
の
キ
ラ
リ
と
張
り
の
あ

る
レ
ー
ス
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
少
し
違
う
印
象
だ
�

工
場
の
一
角
に
油
で
光
る
小
さ
な
鋼
で
溢
れ
た
部
屋
が
あ
っ
た
�

「
レ
ー
ス
の
柄
は
こ
れ
ら
1
0
0
種
類
近
く
あ
る
パ
ー
ツ
を
用
い
て
作

り
ま
す
�」
高
さ
や
幅
が
微
妙
に
違
う
パ
ー
ツ
の
組
み
合
わ
せ
が
機
械

の
な
か
で
糸
を
送
り
出
す
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
と
な
る
�
柄
は
こ
の
組

み
合
わ
せ
次
第
で
無
限
に
で
き
る
と
い
う
�
き
め
細
や
か
な
レ
ー
ス

の
デ
ザ
イ
ン
が
こ
の
一
ピ
ー
ス
一
ピ
ー
ス
か
ら
出
来
上
が
っ
て
い
る

と
思
う
と
、
硬
く
無
機
質
な
鋼
が
と
て
も
愛
お
し
く
思
え
て
く
る
�

「
こ
ん
な
レ
ー
ス
が
欲
し
い
、
と
い
う
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
要
望
に
応
え

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
�」
今
シ
ー
ズ
ン
で
は
あ
る
有
名
米
国

人
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
綿
1
0
0
％
の
レ
ー
ス
を
発
注
し
て
い
っ
た
と
い

う
�「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
は
出
来
な
い
も
の
を
作
り
た
い
�」
と
い

う
川
下
さ
ん
に
、
今
、
多
く
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
�

か
つ
て
レ
ー
ス
は
産
地
を
代
弁
し
て
い
た
�
そ
れ
は
文
様
で
あ
り
、

人
々
の
創
意
や
気
質
だ
っ
た
�
そ
し
て
生
み
出
さ
れ
た
レ
ー
ス
の
魅

力
は
そ
の
細
か
さ
だ
け
で
な
く
、
麻
や
絹
特
有
の
有
機
的
な
美
し
さ

に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
�
だ
と
す
れ
ば
、
双
葉
レ
ー
ス
は
そ
の
本

質
を
今
も
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
に
な
る
�
数
百
年
の
時
間
と
国
の

隔
た
り
を
超
え
、
レ
ー
ス
の
糸
は
ど
こ
か
で
繋
が
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
�

取
材
文
・
筒
井
直
子　

写
真
・
福
嶋
英
城

チェーン状に繋げられた鋼のパーツ。

双葉レース株式会社取締役社長、川下晴久さん。

100種類ものパーツを組み合わせる。

柔らかく繊細なレースは双葉レースの特徴。 工場では様々な注文に応じたレースが編まれている。天然繊維のレースの製作は埃とりなど頻繁に機械のメンテナンスをしなければならない。
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7 完成！

1 ２ ３

4 5 6

第四回

前回の「今日の補修室」はドレスの着せ付けに欠かせない「時代マネキン」をご紹介しました。
では、この時代マネキンを使ってどのようにドレスを着せ付けるのでしょうか。今回は18世紀
の宮廷衣装（ローブ・ア・ラ・フランセーズ）を例に、着せ付けの過程をご紹介します。

まずドレスを計測し、ウエストの
ジョイント部を調節して時代マ
ネキンの背丈や体の傾斜角度を
調節します。

解説：福嶋

着せ付け：梅野

着装用コルセットの上にすべり
止めのジャージーシャツを付け、
スカート部のシルエットを作る
ための「パニエ」（レプリカ）と呼ば
れる横張りの下着を付けます。

ウエストのジョイント部や背中に
綿を詰めて、ドレスの土台を作り
ます。ドレスの大きさに応じてど
のくらい綿を入れるのか微調整
が必要です。

パニエの上に着装用アンダース
カートをはかせ、スカート部の膨
らませ具合を調整した後、ペティ
コート（スカート）を付けます。

着装用コルセットを付けます。こ
の際、ドレスと同じウエストサイ
ズになるまでコルセットの背面
を絞っていきます。

ローブを着せます。

最後にストマッ
カー（胸当て）を
付けて、ローブ・
ア・ラ・フラン
セーズが完成。

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
」
。

長く垂れ下がった黒い毛。しっとりしてい

て艶感がある。まるで人間の黒髪のようだ。

この毛は西洋で1920年代にドレスの装飾

に頻繁に用いられ、30年代になるとコート

の素材として流行した。当時、ミンクやチ
ンチラなど従来の毛皮素材に加え、より毛
足の長い毛が好まれるようになった。本品

はオナガザル科のアビシニアコロブスの毛

と考えられる。アフリカ大陸の熱帯雨林に

広く分布し、体長は約45〜70㎝、尾の毛

は長いもので90㎝程度になる。（筒井）

素　材：猿毛　推定：オナガザル科アビニシアコロブス
　　　　（学名：コロブスゲレザ）　

原産地：アフリカ　製作年：1930年代

コート  1930年代  アメリカ  
金井純氏寄贈  京都服飾

文化研究財団所蔵

猿毛製コート
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よく「オシャレすぎて号泣」する私ですが、映画で号泣レベルは『華麗なる賭け』（1968）
のみ。フェイ・ダナウェイのラベンダー色の帽子とスーツ。紫でなくラベンダーですか

らね。ネイルは赤でもピンクでもない、ベージュ。ヌードな指先で、暖炉の前でチェス！　

ホワイトデニムにベージュのセーターで砂浜を車で暴走デート！　お相手はスティー

ブ・マックイーン！　ポロ、オープンカー、自家用飛行機、ホテルの朝食、オシャレすぎる
大人の世界を脳裏に焼き付け、主題歌をエレクトーンで弾いてはうっとりしていた小学

生の私。以来、憧れ続けてます。

ファッションというか、『高慢と偏見』や『タイタニック』で見た「コルセットの紐をぐい

ぐい縛られる姿」に憧れ、京都時代、KCIの皆さんに着せていただいたことがある。自分

にあれだけウエストが細くなるポテンシャルがあったことに大変喜んだ。同時に、着る
服で自己表現する人がいる一方で、着るものが人の振る舞いや態度を生み出す側面を感

じた体験でもあった。ゴムパン＋Tシャツ＋スリッポンが基本アイテムの私も、まとう
もの次第で『華麗なるギャツビー』のキャリー・マリガンのようになれるかもしれない。

『大人は判ってくれない』（1959）のアントワーヌ少年が、タイプライターを盗んだ罪で収監

された留置所の中で、タートルネックを口元までたくし上げる。対話を拒絶するように、寂
しさをごまかすように。こうした所作が見せる服の表情に惹かれることが多い。この映画

を観たのは高校生の頃で、それはちょうど寒い冬の季節だった。その冬は、両親からもらっ

たタートルネックのニットを学生服の下に着込んで登校していて、授業中によく真似をし

た。教室のこもった匂いが、くすぐったかったのだ。

KCIは衣装だけでなく、貴重な書籍や雑誌類も多数収蔵してい

ます。表紙の絵は楽譜集『Sports & Divertissements（スポーツ
と気晴らし）』（1914年・900部限定）のイラスト「ヨット遊び」の
一部です。ほかにも「海水浴」
や「ゴルフ」「テニス」など、全
20テーマにエリック・サティ
が音楽をつけ、シャルル・マ
ルタンがそれぞれイラスト

を描きました。スポーツが

人々の余暇として広がり始

めた時代の雰囲気を、軽やか
に描いたお洒落で愛らしい

作品です。
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映画で見たあこがれの
ファッションは何ですか？

矢田ヴァッターニ明美子
Yumiko Yata Vattani

朴鈴子 
Young-Ja Park

菊田琢也
Takuya Kikuta

ライター /エディター。イタリア外交官の妻 & 国際派 with日本魂子育て

業務。ローマ在住。著書に「リトル・ブラック・ドレス」（二見書房）。

山口情報芸術センター［YCAM］エデュケーター。前職は京都国立近代美術館にて教育普及を

担当。専門は博物館教育学。

文化学園大学・女子美術大学他非常勤講師。専門は文化社会学／ファッション研究。共著に、『相対性

コム デ ギャルソン論』（フィルムアート、2012）など。
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