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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/

「ファッションとアート 麗しき東西交流」展
横浜美術館（2017年） ©The Kyoto Costume 
Institute, photo by Masayuki Hayashi
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18世紀の西欧における男性の盛装は、アビ（英：ジャケット）、

ジレ（英：ベスト）、キュロット（英：パンツ）で構成される。当時

の裕福な男性たちは、色彩豊かな絹織物と繊細な刺繍を施した装い

によって洒落や豪華さを競った。通常はこの3点に加え、衿飾りと

袖飾りがついた綿製か麻製のシャツ、クラバット（英：タイ）、絹製

靴下をコーディネートした。本品のアビにみられる絹製の細いストライプ

織や、ジレに刺繍された古代ローマ遺跡風のアーチと田園風景の

組み合わせが、18世紀末の男性服の流行を示している。

1790年頃

フランス製

京都服飾文化研究財団所蔵　右：広川泰士 撮影　左：小暮徹 撮影

表 紙 の 収 蔵 品

海外の古いフィールドガイドに影響を受けた作風で、書籍、広告な

どへイラストを提供するほか、グラフィックデザイナーとしても活

動する。最近の仕事に『POPEYE（ニューヨーク特集）』や『デザ

インのひきだし』の表紙など。 www.ryutomiyake.com

男性用アビ、ジレ

表紙のイラスト｜Ryuto Miyake
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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
小
説
家
の
谷
崎
由
依
さ
ん
で
す
�

谷
崎
さ
ん
は
1
9
7
8
年
�
福
井
県
生
ま
れ
�
京
都
大
学
文
学
部
美
学
美

術
史
学
科
な
ら
び
に
�
同
大
大
学
院
文
学
研
究
科
に
て
美
学
・
文
学
を
研
究

さ
れ
ま
し
た
�
大
学
を
卒
業
す
る
こ
ろ
か
ら
小
説
の
執
筆
を
始
め
�
そ
の
後
�

英
米
文
学
の
翻
訳
も
始
め
ら
れ
ま
し
た
�
2
0
0
7
年
�﹃
舞
い
落
ち
る
村
﹄

で
第
1
0
4
回
文
學
界
新
人
賞
を
受
賞
�
﹃
舞
い
落
ち
る
村
﹄
︵
文
藝
春
秋
�

2
0
0
9
年
︶
�
﹃
囚
わ
れ
の
島
﹄
︵
河
出
書
房
新
社
�
2
0
1
7
年
︶
を
出

版
し
�
2
0
1
9
年
�
﹃
鏡
の
な
か
の
ア
ジ
ア
﹄
︵
集
英
社
�
2
0
1
8
年
︶

で
平
成
30
年
度
︵
第
69
回
︶
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大
臣
新
人
賞
を
受
賞
�
ま

た
�
K
・
デ
サ
イ
﹃
喪
失
の
響
き
﹄︵
早
川
書
房
�
2
0
0
8
年
︶
�
Ｃ
・
ホ

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
﹃
地
下
鉄
道
﹄
︵
早
川
書
房
�
2
0
1
7
年
︶
な
ど
の
翻
訳

も
多
数
手
が
け
て
い
ま
す
�
ま
た
�
執
筆
の
傍
ら
�
大
学
に
て
教
鞭
も
取
ら

れ
�
後
進
の
指
導
に
も
あ
た
ら
れ
て
い
ま
す
�

谷
崎
さ
ん
は
﹁
手
仕
事
﹂
に
強
い
興
味
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
�
そ

れ
は
�
仕
事
を
持
っ
て
い
た
母
や
祖
母
の
代
わ
り
に
自
分
を
育
て
て
く
れ
た

ひ
い
お
ば
あ
さ
ん
の
影
響
が
強
い
そ
う
で
す
�
若
い
頃
に
織
り
子
を
し
て
い

た
ひ
い
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
織
物
業
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
�
織
り
工
さ
ん
や
女

工
さ
ん
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
�
特
に
�
細
か

い
作
業
の
う
ち
に
潜
む
心
の
機
微
に
強
く
惹
か
れ
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
�

そ
ん
な
谷
崎
さ
ん
が
選
ん
だ
Ｋ
Ｃ
Ｉ
収
蔵
品
は
17
世
紀
末
に
イ
タ
リ
ア
で

作
ら
れ
た
精
緻
な
レ
ー
ス
�
膨
大
な
手
作
業
の
末
編
ま
れ
た
こ
の
レ
ー
ス
を

元
に
�
谷
崎
さ
ん
は
ど
ん
な
物
語
を
編
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
�
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石
造
り
の
つ
め
た
い
廊
下
を
、
蝋
燭
を
と
も
し
て
歩
い
て
い
く
。
み
な
が
寝
静
ま
っ
て
か
ら
、
工
房
に
入
っ
て
い
く
の
は
遅
れ
を
取
り

戻
す
た
め
だ
っ
た
。
足
許
を
ち
い
さ
な
生
き
物
が
す
り
抜
け
た
。
き
っ
と
鼠
に
違
い
な
い
。

冬
の
水ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

上
都
市
は
ひ
ど
く
寒
い
。
こ
ん
な
晩
に
は
、
ラ
グ
ー
ナ
も
凍
る
。

ひ
と
け
の
な
い
部
屋
の
扉
を
あ
け
て
、
炉
を
掻
き
ま
わ
し
て
火
を
熾
し
た
。
か
じ
か
む
指
先
を
あ
た
た
め
、
作
業
台
へ
つ
く
。
炎
の
あ

か
り
と
燭
台
に
照
ら
さ
れ
て
、
す
で
に
で
き
て
い
る
ぶ
ん
が
浮
か
び
あ
が
る
。
プ
ン
ト
・
イ
ン
・
ア
リ
ア
―
―
空
中
に
針
を
刺
す
―
―
と

呼
び
慣
わ
さ
れ
る
技
法
を
、
生
み
出
し
た
の
は
こ
の
街
の
女
工
だ
っ
た
。
布
と
い
う
支
持
体
を
用
い
ず
に
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
糸
だ
け

で
編
む
。
点
を
繋
い
で
、
線
を
か
ら
め
て
で
き
た
、
面
と
も
言
い
切
れ
な
い
宙
空
の
つ
づ
れ
織
り
。
レ
ー
ス
と
称
さ
れ
る
こ
の
不
可
思
議

な
も
の
に
魅
せ
ら
れ
た
貴
人
た
ち
は
、
惜
し
げ
も
な
く
財
を
な
げ
う
っ
て
、
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

だ
か
ら
、
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し
は
針
を
手
に
す
る
と
、
細
く
丈
夫
な
麻
糸
を
そ
の
先
へ
ま
わ
し
て
い
っ
た
。
幾
度

も
ま
わ
し
て
か
ら
ま
せ
て
、
結
び
目
を
作
っ
て
い
く
。
ち
い
さ
な
そ
の
目
の
積
み
重
ね
が
か
た
ち
に
な
り
、
や
が
て
模
様
を
成
し
て
ゆ
く
。

気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
を
、
わ
た
し
た
ち
女
工
は
日
が
な
続
け
る
。

谷
崎
由
依

雪
を
編
む

16世紀半ばにヴェネツィアで興ったとされるレースは、欧州各地に広がり産地特有の

文様を形成していった。素材は主に白い麻が使われ、代表的な技法は縫い針で編ん

でいくニードルポイント・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。本品はニードルポイント・レース。モチーフは極小で、雪（ネージュ）の結

晶のような細かさから後の時代に「ポワン・ド・ネージュ」と呼ばれるようになった。

※ポワン（point）とはフランス語で編み目やステッチを意味し、17世紀以降はレースの呼称にも用いられるように

なった。17世紀のニードルポイント・レースには他にグロ・ポワン・ド・ヴニーズやポワン・ド・フランスなどがある。

谷崎さんが選んだ一品

レース「ポワン・ド・ネージュ」
17世紀末　イタリア製　京都服飾文化研究財団所蔵　成田舞撮影
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レ
ー
ス
は
公
女
さ
ま
の
襟
許
を
飾
り
、
肖
像
画
家
の
手
に
よ
っ
て
画
布
へ
と
写
し
と
ら
れ
た
ら
し
い
。
噂
に
よ
れ
ば
公
女
さ
ま
の
鼻
は
真
っ

赤
で
、
異
教
徒
の
連
れ
て
い
る
猿
に
そ
っ
く
り
だ
と
い
う
け
れ
ど
、
画
家
は
報
酬
を
期
待
し
て
、
い
く
ら
か
虚
構
を
加
え
た
は
ず
だ
。
そ

し
て
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
レ
ー
ス
の
描
写
に
は
余
念
が
な
か
っ
た
は
ず
。
贅
沢
な
レ
ー
ス
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
が
、
誰
に
も
あ
き
ら

か
に
わ
か
る
よ
う
に
。
美
し
い
そ
の
肖
像
画
を
、
た
と
え
機
会
を
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
わ
た
し
の
友
達
が
見
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

金
貨
の
入
っ
た
重
い
袋
と
引
き
替
え
に
、
彼
女
は
目
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
い
ま
は
工
房
に
顔
を
出
す
こ
と
も
な
い
。
―
―
あ
の

子
は
小
鳥
に
な
っ
た
の
だ
と
、
年
嵩
の
女
工
が
話
し
て
い
た
。
レ
ー
ス
を
編
み
、
そ
の
果
て
に
命
を
削
る
こ
と
に
な
っ
た
者
は
、
自
身
の

編
ん
だ
作
品
の
な
か
の
何
が
し
か
に
姿
を
変
え
る
の
だ
と
。
友
達
の
編
ん
だ
レ
ー
ス
の
中
央
に
は
、
花
盛
り
の
枝
に
と
ま
る
一
羽
の
小
鳥

が
糸
で
も
っ
て
描
か
れ
て
い
た
。

波
音
に
ま
じ
っ
て
、
鐘
の
音
が
聞
こ
え
る
。
海
を
鳴
り
渡
る
、
弔
い
の
鐘
。
ま
た
誰
か
、
死
ん
だ
ひ
と
が
い
る
。
ゴ
ン
ド
ラ
に
乗
せ

ら
れ
た
死
者
は
、
忘
却
の
川
を
渡
る
か
の
ご
と
く
に
、
水
の
上
を
運
ば
れ
て
い
く
。
猖
獗
を
き
わ
め
た
黒
死
病
。
そ
の
流
行
に
侵
さ
れ
て

い
な
い
と
き
で
も
、
ひ
と
の
手
に
よ
り
作
ら
れ
た
こ
の
島
に
は
病
と
い
う
も
の
が
絶
え
な
い
。
病
は
季
節
風
に
乗
っ
て
東
方
か
ら
、
ま
た

は
ア
ル
プ
ス
を
越
え
て
大
陸
か
ら
、
や
っ
て
き
て
は
居
座
っ
て
い
く
。

貿
易
で
栄
え
る
こ
の
街
か
ら
、
ひ
と
び
と
は
船
で
出
て
ゆ
き
、
戻
っ
て
く
る
。
水
上
都
市
は
華
や
か
だ
。
海
と
の
結
婚
、
仮
面
舞
踏
会
、

誘
い
か
け
る
高
級
娼
婦
。
け
れ
ど
わ
た
し
た
ち
の
生
き
る
の
は
、
こ
の
路
地
裏
の
工
房
だ
。
島
か
ら
出
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
ど
ん
な

宝
石
よ
り
高
い
値
の
つ
く
レ
ー
ス
の
技
は
、
門
外
不
出
と
決
め
ら
れ
て
い
る
。
よ
そ
の
国
々
へ
流
出
さ
せ
な
い
た
め
、
こ
の
都
市
の
繁
栄

を
守
る
た
め
だ
。
だ
か
ら
海
は
、
眺
め
る
だ
け
の
も
の
。
運
河
に
淀
む
汚
泥
の
匂
い
の
な
か
に
、
と
き
お
り
潮
の
匂
い
が
届
く
だ
け
。

わ
た
し
た
ち
は
編
む
。
編
み
続
け
る
。
い
に
し
え
の
、
こ
の
島
が
素
朴
な
漁
村
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
ろ
か
ら
の
習
わ
し
だ
。
か
つ
て
男

た
ち
は
海
へ
漁
労
へ
出
掛
け
、
女
た
ち
は
留
守
を
ま
も
っ
て
は
編
み
物
を
続
け
て
い
た
。
ブ
ラ
ー
ノ
の
娘
た
ち
は
編
む
こ
と
に
長
け
て
い

る
。
も
っ
と
も
わ
た
し
に
は
、
そ
の
帰
り
を
待
つ
夫
も
恋
人
も
い
な
い
。
物
心
つ
い
た
と
き
か
ら
ず
っ
と
、
レ
ー
ス
だ
け
を
見
つ
め
て
き
た
。

―
―
あ
ん
た
た
ち
は
た
い
へ
ん
ね
。

足
り
な
く
な
っ
た
糸
を
買
い
足
し
に
出
た
と
き
、
小
間
物
屋

の
お
ば
さ
ん
に
声
を
掛
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
―
―
神
話
に

出
て
く
る
ア
ラ
ク
ネ
だ
っ
て
、
こ
ん
な
に
熱
心
に
は
編
ま
な
か
っ

た
だ
ろ
う
よ
。

ア
ラ
ク
ネ
。
女
神
の
怒
り
に
触
れ
て
蜘
蛛
に
さ
れ
て
し
ま
っ

た
織
り
子
だ
。
わ
た
し
は
曖
昧
に
微
笑
ん
だ
。
お
ば
さ
ん
が
わ

た
し
の
こ
と
を
、
哀
れ
ん
で
い
る
の
が
わ
か
っ
た
。
だ
か
ら
足
早

に
立
ち
去
っ
た
。
昼
間
の
陽
射
し
は
目
に
痛
か
っ
た
。

糸
の
結
び
目
が
ち
い
さ
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
わ
た
し
た
ち

の
目
は
弱
っ
て
い
く
。
人
間
に
見
え
る
限
界
に
近
い
も
の
を
、

瞳
を
酷
使
し
て
見
つ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

昨
日
、
友
達
が
女
工
を
や
め
た
。
目
が
駄
目
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
か
ら
だ
。
彼
女
は
公
女
さ
ま
に
献
上
す
る
品
を
編
ん

で
い
た
。
グ
ロ
・
ポ
ワ
ン
・
ド
・
ヴ
ニ
ー
ズ
―
―
豪
奢
な
モ

チ
ー
フ
を
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ん
だ
そ
れ
を
、
信
じ
ら
れ
な
い

ほ
ど
の
短
い
期
間
で
編
み
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ

れ
以
上
遅
れ
た
ら
首
を
刎は

ね
る
と
依
頼
人
に
脅
さ
れ
て
、
ね
ぐ

ら
を
作
る
蜘
蛛
よ
り
も
ず
っ
と
速
く
仕
上
げ
た
。
完
璧
な
そ
の
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う
で
、
そ
の
自
然
よ
り
も
ず
っ
と
完
璧
な
美
を
作
り
あ
げ
て
い
く
。

燭
台
の
炎
が
、
ふ
っ
と
揺
ら
ぐ
。
窓
の
外
へ
、
目
を
や
っ
た
。

暗
い
空
か
ら
落
ち
て
く
る
の
は
、
羽
毛
で
は
な
く
、
雪
だ
っ
た
。
ひ
と
ひ
ら
、

ひ
と
ひ
ら
、
や
が
て
た
く
さ
ん
の
白
が
、
夜
空
を
覆
い
尽
く
し
て
い
く
。
痛

む
目
を
閉
じ
て
、
思
い
浮
か
べ
る
。
ラ
グ
ー
ナ
に
張
っ
た
氷
が
雪
の
花
に
覆
わ

れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
を
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
溶
け
る
こ
ろ
に
は
、
海
風
が
春
を
運
ん

で
く
る
は
ず
だ
。

レ
ー
ス
も
ま
た
、
編
み
あ
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

果
樹
園
を
売
り
払
っ
た
財
産
で
、
ど
こ
か
の
侯
爵
が
購
っ
て
い
く
。
そ

の
襟
首
を
飾
っ
た
あ
と
、
次
に
は
王
侯
の
も
の
と
な
る
。
王
妃
さ
ま
の
お
気
に

入
り
と
な
っ
て
、
長
く
ド
レ
ス
の
裾
を
縁
取
る
。
そ
う
し
て
王
妃
の
亡
き
あ
と

に
は
、
ま
た
べ
つ
の
誰
か
に
買
わ
れ
て
ゆ
く
。

宮
廷
や
城
の
壁
を
埋
め
る
肖
像
画
に
、
と
り
わ
け
美
し
く
描
か
れ
る
糸
の
芸
術
。

そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
わ
た
し
た
ち
の
こ
と
を
、
貴
人
た
ち
が
知
る
こ
と
は
な
い
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
構
わ
な
い
。

彼
ら
が
死
ん
で
も
、
そ
し
て
わ
た
し
が
死
ん
で
も
、
こ
の
糸
は
残
っ
て
ゆ
く

の
だ
か
ら
。

哀
れ
だ
ろ
う
か
？
　
い
い
え
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
に
は
世
界
が
あ
る
か
ら
。

ふ
た
た
び
、
指
先
を
暖
炉
に
か
ざ
す
。
細
い
細
い
針
の
、
そ
の
先
よ
り
も
ま

だ
細
か
な
ス
テ
ッ
チ
。
も
う
何
百
、
何
千
と
繰
り
返
し
た
編
み
目
が
、
わ
た
し

の
手
の
ひ
ら
か
ら
生
ま
れ
て
い
く
。
ひ
と
つ
、
ふ
た
つ
、
み
っ
つ
と
か
ら
め
て

糸
を
引
く
。
ポ
ワ
ン
・
ド
・
ネ
ー
ジ
ュ
―
―
雪
の
粒
よ
り
さ
ら
に
微
細
な
モ
チ
ー

フ
よ
り
成
る
こ
の
レ
ー
ス
を
、
ひ
と
び
と
は
そ
ん
な
ふ
う
に
呼
ぶ
。

な
ら
ば
わ
た
し
は
、
雪
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
の
編
ん
で
い
る
の
が

雪
で
あ
る
な
ら
ば
。

天
上
よ
り
降
り
く
る
雪
は
、
受
け
と
め
た
刹
那
に
花
と
な
っ
て
咲
く
。
そ
れ
は

た
ち
ま
ち
溶
け
て
し
ま
う
け
れ
ど
、
こ
の
レ
ー
ス
が
溶
け
る
こ
と
は
な
い
。
麻
糸

は
細
い
け
れ
ど
も
丈
夫
で
、
咲
い
た
花
、
蕾
の
花
、
ま
た
花
の
茎
と
を
繋
い
で
い
く
。

手
許
に
凝
ら
し
て
い
た
目
を
あ
げ
る
と
、
そ
こ
に
広
が
っ
て
い
る
の
は
薔
薇
の
茂
み
。

糸
は
自
在
に
か
た
ち
を
変
え
る
。
―
―
森
に
生
え
る
苔
に
よ
く
似
て
い
る
、
と
、

そ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
た
ひ
と
も
い
た
。
潟
を
埋
め
て
で
き
た
こ
の
島
に
森
は

な
い
。
け
れ
ど
確
か
に
、
と
思
う
。
緑
の
手
の
ひ
ら
を
繋
ぎ
あ
っ
た
苔
た
ち
。

こ
こ
で
わ
た
し
た
ち
は
、
わ
た
し
た
ち
だ
け
の
森
を
紡
い
で
い
る
。

あ
る
い
は
波
頭
。
白
く
細
か
く
盛
り
あ
が
る
モ
チ
ー
フ
は
、
海
の
表
面
に

で
き
る
泡
の
よ
う
で
も
あ
る
。
水
底
へ
戻
っ
て
い
っ
た
人
魚
。
海
の
藻
屑
と
消

え
る
彼
女
を
や
さ
し
く
包
ん
だ
無
数
の
泡
。
レ
ー
ス
は
自
然
を
模
し
て
い
る
よ

一
人
一
品
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ブランド名やメーカー名が入ったレー

ベルを服の裏側に取り付ける。この

慣習はファッションにおける「ブラン

ド」が誕生した19世紀後半から始まり、

一種の保証書のような役割を果たし

てきた。本レーベルは高級ブランド

「マドレーヌ・ヴィオネ（Madeleine 
Vionnet）」のドレスの裏側に付けられ

たもの。右端にはデザイナー本人の

拇印が押されている。本品が作られた

1920年代のフランスではドレスや帽子

などに対するコピー問題が噴出してい

て、レーベルも一緒にコピーされた。

そこでヴィオネはコピー商品に対する

訴訟を起こすほか、このようなコピー

防止策を講じて対抗したのだった。現

代社会では指紋すらコピーされ、さら

に悪用されそうなのだが、この時は唯

一無二の有効な策だったのだ。（筒井）

マドレーヌ・ヴィオネ

デイ・ドレス
1924年

拇印つきのレーベル

素材：絹

原産地：フランス

製作年：1924年

©The Kyoto Costume Institute, 
photo by Kazumi Kurigami



15 14服をめぐる  1 2

今回の手がかりとなる収蔵品

 ドレス
（ローブ・ア・ラ・フランセーズ）

1775年（素材：1760年代）

フランス製

京都服飾文化研究財団所蔵　

本品は18世紀フランスの典型的な宮

廷服「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」。

外側のローブ、胸当て部分のピエスデ

ストマ（英：ストマッカー）、内側の

スカートにあたるジュップ（英：ペティ

コート）の三部形式で構成される。

2
0
1
8
年
の
春
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
メ
ト
ロ
ポ
リ

タ
ン
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
「
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ

へ
の
訪
問
者
た
ち
（V

isito
rs to

 V
ersailles

）」
を
観

覧
し
た
人
々
は
優
雅
な
気
分
に
浸
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
こ
こ
に
展
示
さ
れ
た
作
品
は
、
17
世
紀

か
ら
18
世
紀
末
ま
で
に
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
を
訪
れ
た

人
々
に
ま
つ
わ
る
煌
び
や
か
な
物
品
や
、
そ
こ
で
彼
ら

が
目
に
し
た
で
あ
ろ
う
宮
殿
の
豪
華
な
調
度
品
や
献
上

品
の
数
々
だ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
出
展
品
の
な
か
に
は

K
C
I
が
所
蔵
す
る
宮
廷
服
（
ロ
ー
ブ
・
ア
・
ラ
・
フ

ラ
ン
セ
ー
ズ
）
も
含
ま
れ
て
い
た
。

豪
奢
な
宮
廷
服
を
着
た
訪
問
者

18
世
紀
後
期
に
製
作
さ
れ
た
こ
の
宮
廷
服
に
は
、
当

時
、
欧
州
で
最
高
級
の
絹
織
物
を
産
出
し
て
い
た
リ
ヨ

ン
製
の
生
地
が
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
緻
密
な
織
柄
が

見
ど
こ
ろ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
生
地
の
基
部
に
あ

た
る
ア
イ
ボ
リ
ー
の
部
分
は
、
細
い
横
畝
を
ふ
っ
く
ら

と
織
り
あ
げ
た
「
カ
ヌ
レ
」
と
呼
ば
れ
る
精
巧
な
組
織

で
、
そ
の
上
に
色
と
り
ど
り
の
花
束
や
リ
ボ
ン
状
の
毛

皮
柄
が
丹
念
に
織
り
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
絹

糸
は
撚
り
が
強
い
も
の
や
撚
り
が
な
い
も
の
、
け
ば

立
っ
た
も
の
な
ど
一
様
で
は
な
く
、
間
近
に
寄
っ
て
初

め
て
見
え
る
ほ
ど
の
凝
り
よ
う
で
、
贅
沢
と
い
う
ほ
か

な
い
。
本
品
の
生
地
幅
は
53
㎝
な
の
で
、
一
着
を
製
作

右：「ヴェルサイユへの訪問者たち」展

に貸し出し展示をしたKC Iの収蔵品

左：生地の拡大図。カヌレ織を基礎

とし、縫い取り織の手法で色とりど

りの図柄が丹念に織り出されている。

当時、毛皮柄は絹織物の織柄として

人気が高かった。リボン状にデザイン

することで生地全体に軽やかなリズ

ムを生みだしている。

12

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
。
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を
か
け
た
の
か
、
は
た
ま
た
生
地
の
注
文
を
し
た
の
か
は
定
か

で
な
い
が
、
王
妃
の
お
墨
付
き
を
得
た
ト
ワ
ル
・
ド
・
ジ
ュ
イ

の
勢
い
は
止
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
創
業
時
に
は
わ
ず

か
数
万
リ
ー
ブ
ル
だ
っ
た
売
上
額
は
1
7
8
6
年
に
は
約
67
万

リ
ー
ブ
ル
に
達
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
欧
州
各
地
へ
の
輸

出
品
と
し
て
大
い
に
隆
盛
し
た
の
だ
っ
た
。

オ
ー
ベ
ル
カ
ン
プ
の
新
た
な
試
み

ト
ワ
ル
・
ド
・
ジ
ュ
イ
工
場
の
創
業
時
、
欧
州
で
は
イ
ン
ド

製
の
プ
リ
ン
ト
生
地
「
イ
ン
ド
更
紗
」
が
流
行
の
絶
頂
だ
っ
た
。

オ
ー
ベ
ル
カ
ン
プ
は
当
初
こ
の
木
版
プ
リ
ン
ト
の
技
法
を
模
倣

し
て
い
た
が
、
次
第
に
独
自
の
表
現
や
技
法
を
編
み
出
し
、
フ

ラ
ン
ス
好
み
の
図
柄
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。
現
在
、
そ
の
過

程
は
ジ
ュ
イ
＝
ア
ン
＝
ジ
ョ
ザ
ス
に
あ
る
「
ト
ワ
ル
・
ド
・
ジ
ュ

イ
美
術
館
」
で
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
館
の
展
示
に

よ
る
と
、
オ
ー
ベ
ル
カ
ン
プ
は
イ
ン
ド
更
紗
特
有
の
木
版
の
面

に
よ
る
図
柄
に
飽
き
足
ら
ず
、
版
木
に
鉄
板
や
釘
を
打
ち
込
み
、

細
い
線
や
小
さ
な
点
に
よ
る
文
様
を
作
り
出
す
技
法
を
試
み
た
。

そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
に
は
、
小
さ
な
釘
を
線
や
文

様
と
し
て
び
っ
し
り
と
打
ち
込
ん
だ
も
の
や
、
あ
ら
か
じ
め
文

様
を
彫
金
し
た
パ
ー
ツ
を
一
つ
の
版
木
に
寄
せ
集
め
た
も
の
な

ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
オ
ー
ベ
ル
カ
ン
プ
の
工
場
で
は
こ

う
し
た
版
木
を
用
い
、
そ
れ
ぞ
れ
手
押
し
で
生
地
に
プ
リ
ン
ト

し
て
い
っ
た
。
こ
の
手
法
に
よ
り
、
木
版
の
文
様
な
ら
で
は
の

大
ら
か
さ
に
微
細
な
表
現
が
加
わ
り
、
ト
ワ
ル
・
ド
・
ジ
ュ
イ

す
る
に
は
25
メ
ー
ト
ル
程
度
の
生
地
が
要
る
計
算
に
な
る
。
生
地

代
だ
け
で
も
莫
大
な
費
用
が
か
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
宮

廷
に
相
応
し
い
一
着
だ
。
こ
の
宮
廷
服
を
着
た
「
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ

へ
の
訪
問
者
」
が
そ
の
門
を
く
ぐ
っ
た
の
は
1
7
7
5
年
の
こ
と
。

20
代
半
ば
の
若
き
マ
リ
ー
＝
ル
イ
ー
ズ
・
ペ
テ
ィ
ノ
ー
は
、
夫
の

ク
リ
ス
ト
フ
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ー
ベ
ル
カ
ン
プ
の
お
供
と
し
て
宮
殿

の
女
主
人
、
王
妃
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
に
拝
謁
す
る
と
い
う
栄
誉

に
浴
し
た
。
豪
奢
な
本
品
に
身
を
包
ん
だ
マ
リ
ー
＝
ル
イ
ー
ズ
の
佇
ま

い
は
、
宮
殿
を
い
っ
そ
う
華
や
か
に
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

ト
ワ
ル
・
ド
・
ジ
ュ
イ
の
隆
盛

ク
リ
ス
ト
フ
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ー
ベ
ル
カ
ン
プ
﹇
1
7
3
8

－

1
8
1
5
﹈
は
、
1
7
6
0
年
に
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
近
郊
の
小
さ

な
街
、
ジ
ュ
イ
＝
ア
ン
＝
ジ
ョ
ザ
ス
に
設
立
し
た
綿
生
地
用
の

プ
リ
ン
ト
工
場
経
営
で
成
功
し
、
一
代
で
大
き
な
財
を
成
し
た
。

（
オ
ー
ベ
ル
カ
ン
プ
の
起
業
に
至
っ
た
経
緯
や
、
そ
の
時
代
背
景
は
前

号
の
第
11
号
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。h

ttp
s://w

w
w

.k
ci.o

r.jp
/

p
u

b
licatio

n
/

）
そ
の
プ
リ
ン
ト
生
地
は
、
多
彩
か
つ
鮮
や
か
な

動
植
物
の
図
柄
が
特
徴
で
、
街
の
名
に
ち
な
み
ト
ワ
ル
・
ド
・

ジ
ュ
イ
（
ジ
ュ
イ
の
布
）
と
呼
ば
れ
た
。
流
行
に
敏
感
な
フ
ラ
ン

ス
の
女
性
達
を
中
心
に
、
た
ち
ま
ち
欧
州
で
人
気
と
な
っ
た
ト

ワ
ル
・
ド
・
ジ
ュ
イ
は
、
一
起
業
家
に
す
ぎ
な
か
っ
た
オ
ー
ベ

ル
カ
ン
プ
夫
妻
を
起
業
か
ら
わ
ず
か
十
数
年
で
王
妃
の
目
通
り

へ
と
導
い
た
。
王
妃
も
ま
た
こ
の
プ
リ
ン
ト
生
地
に
魅
せ
ら
れ

た
一
人
だ
っ
た
の
だ
。
謁
見
の
際
、
王
妃
は
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉

フランス

イタリア

ルクセンブルク

ベルギー

スイス

ドイツ

パリ

セーヌ川

ジュイ=アン=ジョザス

ヴェルサイユ

ヴェルサイユ近郊の街、ジュイ＝アン＝ジョザスはパリから

電車で約40分に位置する。

17世紀に建てられたヴェルサイユ宮殿

（写真提供：内村理奈氏）

創業当時に製作されたトワル・ド・ジュイの生地。全

ての図柄が木版でプリントされている。生地は通常、

綿平織あるいは綿と麻の交織による平織が用いられた。

トワル・ド・ジュイ美術館に展示された手押しプリント用 の版木。

打ち込まれた釘や鉄線などの金属は細かな文様に適していた。

ドイツ生まれのオーベルカンプは1774年、卸売商人の娘、

マリー＝ルイーズ・ペティノーと結婚。1790年にはジュイ＝

アン＝ジョザスの初代市長に選出された。

［1738 –1815］ ［1751–1782］

クリストフ＝フィリップ・
オーベルカンプ

マリー＝ルイーズ・
ペティノー
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る
に
は
美
術
館
の
ジ
オ
ラ
マ
展
示
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
ト
ワ
ル
・
ド
・
ジ
ュ
イ
独
特
の
温
か
み
あ
る
図

柄
は
今
日
も
幾
つ
か
の
メ
ー
カ
ー
の
手
で
復
刻
さ
れ
、
今
な
お

愛
好
者
が
後
を
絶
た
な
い
。

時
代
を
も
う
一
度
、
18
世
紀
ま
で
巻
き
戻
し
て
み
よ
う
。
オ
ー

ベ
ル
カ
ン
プ
夫
人
、
マ
リ
ー
＝
ル
イ
ー
ズ
が
拝
謁
の
際
に
着
た

ド
レ
ス
は
、
ト
ワ
ル
・
ド
・
ジ
ュ
イ
製
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
宮
廷
の
公
式
の
場
で
は
絹
製
の
衣
装

の
着
用
が
定
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
の
よ
う
な
決
ま
り
事

に
窮
屈
な
思
い
を
し
て
い
た
王
妃
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト

は
、
宮
殿
敷
地
内
に
疑
似
農
村
「
ル
・
ア
モ
ー
」
を
作
ら
せ
、
そ

こ
に
引
き
こ
も
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
は
思
う
存

分
、
綿
製
の
ド
レ
ス
を
着
て
生
活
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
ト

ワ
ル
・
ド
・
ジ
ュ
イ
。
そ
れ
は
王
妃
に
と
っ
て
癒
し
の
象
徴
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

取
材
文
・
写
真
　
筒
井
直
子

の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
明
確
に
な
っ
て
い
っ
た
。

さ
ら
に
1
7
7
0
年
か
ら
の
銅
版
の
導
入
が
ト
ワ
ル
・
ド
・

ジ
ュ
イ
の
名
を
世
に
広
め
る
こ
と
に
な
る
。
図
案
家
に
迎
え
た

画
家
、
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
ユ
エ
が
描
く
人
物
や
田
園
風

景
は
、
銅
版
の
特
性
を
活
か
し
た
線
描
が
特
徴
で
、
ま
る
で
細

密
画
の
よ
う
だ
。
1
7
9
7
年
に
は
銅
版
ロ
ー
ラ
ー
に
よ
る
プ
リ

ン
ト
技
術
を
導
入
し
、
一
日
に
4
〜
5
千
メ
ー
ト
ル
も
の
プ
リ

ン
ト
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
版
木
で
手
押
し
プ
リ
ン
ト
し

た
場
合
、
一
日
に
40
〜
50
人
の
職
人
の
手
が
要
る
計
算
に
な
り
、

い
か
に
革
新
的
な
技
術
だ
っ
た
か
が
窺
え
る
。
量
産
体
制
に

な
っ
て
も
安
定
的
な
品
質
を
保
っ
た
の
は
、
オ
ー
ベ
ル
カ
ン
プ

の
染
料
や
生
地
と
い
っ
た
材
料
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
こ
だ
わ
り
が

あ
っ
た
か
ら
だ
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
経
て
、
時
代
が
王
侯
貴
族

社
会
か
ら
市
民
社
会
へ
と
変
貌
し
て
も
な
お
、
ト
ワ
ル
・
ド
・

ジ
ュ
イ
の
勢
い
は
衰
え
ず
、
時
の
権
力
者
ナ
ポ
レ
オ
ン
1
世
の
妻
、

ジ
ョ
ゼ
フ
ィ
ー
ヌ
や
二
番
目
の
妻
マ
リ
ー
＝
ル
イ
ー
ズ
も
ま
た
、

ト
ワ
ル
・
ド
・
ジ
ュ
イ
に
魅
せ
ら
れ
、
愛
用
し
て
い
た
と
い
う
。

時
代
を
超
え
る

ト
ワ
ル
・
ド
・
ジ
ュ
イ
へ
の
憧
れ

こ
う
し
た
輝
か
し
い
歴
史
に
幕
が
閉
じ
ら
れ
た
の
は
1
8
4
3

年
の
こ
と
だ
っ
た
。
す
で
に
創
業
者
の
オ
ー
ベ
ル
カ
ン
プ
は
世

を
去
り
、
景
気
の
悪
化
や
流
行
の
減
退
な
ど
様
々
な
要
因
が
重

な
り
、
工
場
は
閉
鎖
へ
と
追
い
込
ま
れ
た
。
現
在
で
は
、
工
場

だ
っ
た
建
物
は
ほ
と
ん
ど
が
取
り
壊
さ
れ
、
当
時
の
様
子
を
知

1

2

3

A

C

B

3
2

1

1977年に開館したトワル・ド・ジュイ

美術館は、1991年、グランティヌ城を

改装しリニューアルオープンした。

訪問した美術館

トワル・ド・ジュイ美術館

Museé de la Toile de Jouy
54, rue Charles de Gaulle, 78350 
Jouy-en -Josas
http://www.museedelatoiledejouy.fr/

図案家、ジャン＝バティスト・ユエがデザイン

した図柄。写実的な人物描写が特徴のひとつ。

プリントする生地

保護用生地

保護用生地

圧着用ローラー

文様を彫刻した銅板ローラー

染料を浸み込ませたローラー

銅板ローラーには細かな文様が凹版で刻まれている。

トワル・ド・ジュイの復刻図柄。今も多くのファンを引き付けている。

銅板のローラーによるプリントの仕組み

1 A

B

C

2

3
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な
ぜ
本
品
を
選
び
ま
し
た
か
？

私
は
服
飾
を
通
し
て
、
19
世
紀
の
女
性
観
や
身
体

論
を
研
究
し
て
き
ま
し
た
。
コ
ル
セ
ッ
ト
な
ら
そ

の
視
点
で
話
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
K
C
I

収
蔵
品
の
中
か
ら
本
品
を
選
び
ま
し
た
。
ま
た
、

K
C
I
は
ド
レ
ス
だ
け
で
な
く
、
下
着
や
ア
ク
セ

サ
リ
ー
な
ど
も
多
数
収
蔵
し
、
服
飾
を
展
示
す
る

際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら

を
紹
介
し
た
い
と
い
う
の
も
理
由
の
一
つ
で
し
た
。

19
世
紀
の
服
飾
の
歴
史
に
お
い
て
、
コ
ル
セ
ッ
ト

は
ど
う
い
う
役
割
を
果
た
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？

元
来
、
コ
ル
セ
ッ
ト
は
独
力
で
は
着
用
で
き
な
い

下
着
で
、
使
用
人
を
雇
え
る
身
分
の
女
性
し
か
身

に
着
け
ら
れ
な
い
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
19
世

紀
に
な
る
と
コ
ル
セ
ッ
ト
前
面
の
留
め
具
が
発
明

さ
れ
一
人
で
の
着
脱
が
可
能
に
な
っ
た
上
、
価
格

も
下
が
り
ま
す
。
つ
ま
り
19
世
紀
に
は
、
コ
ル
セ
ッ
ト

の
着
用
が
上
流
階
級
で
あ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
象

徴
し
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

他
方
で
、
19
世
紀
の
流
行
を
担
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

階
級
（
新
興
富
裕
層
）
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、

コ
ル
セ
ッ
ト
は
階
級
の
倫
理
観
を
身
体
で
示
す
た

め
の
道
具
で
し
た
。
従
属
的
で
貞
淑
な
女
性
で
あ

る
こ
と
を
演
出
し
、
身
の
純
潔
を
誇
示
す
る
た
め
、

コ
ル
セ
ッ
ト
が
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
社
会

的
・
経
済
的
地
位
が
よ
り
高
い
男
性
と
結
婚
す
る

に
は
、
コ
ル
セ
ッ
ト
で
身
体
を
拘
束
し
、
最
新
流

行
の
ド
レ
ス
を
ま
と
う
の
が
第
一
歩
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
お
し
ゃ
れ
の
た
め
の
道
具

に
留
ま
ら
な
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
が
、
コ
ル
セ
ッ

ト
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

以
前
は
学
芸
員
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

も
し
展
示
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
展
示

し
て
み
た
い
で
す
か
？

実
現
す
る
に
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
で
す
が
、
内
部

構
造
や
素
材
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
知
る
た
め
、

解
体
し
た
コ
ル
セ
ッ
ト
と
完
成
品
の
コ
ル
セ
ッ
ト

を
並
べ
て
展
示
し
て
み
た
い
で
す
。
19
世
紀
は

「
下
着
の
世
紀
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
多
彩
な
下
着
が

登
場
し
、
そ
れ
は
工
業
技
術
の
発
達
や
産
業
の

発
展
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
留
め
具
の

開
発
や
成
形
の
方
法
な
ど
、
コ
ル
セ
ッ
ト
の
構
造

の
裏
に
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
実
態
が
隠
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
伝
え
ら
れ
た
ら
面
白
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

い
ま
は
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

服
飾
か
ら
学
生
に
何
を
学
ん
で
も
ら
い
た
い

で
す
か
？

服
飾
研
究
の
面
白
さ
は
、
服
飾
か
ら
そ
の
時
代
の

社
会
や
文
化
、
心
性
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を

探
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
も
の
と
し

て
の
服
の
歴
史
を
調
べ
る
だ
け
に
終
わ
ら
ず
、
着

用
者
の
生
活
や
行
動
規
範
に
つ
い
て
調
べ
た
り
、

当
時
の
産
業
や
経
済
を
調
査
す
る
な
ど
、
そ
の
先

に
あ
る
よ
り
深
い
知
識
を
追
求
し
て
も
ら
い
た
い

で
す
。

今
年
設
立
40
周
年
を
迎
え
た
K
C
I
。
そ
れ
を
記
念
し
て
、
K
C
I
と
ゆ
か
り
の

深
い
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
や
研
究
者
の
方
に
K
C
I
収
蔵
品
か
ら
「
こ
れ
ぞ
名
品
！
」

と
思
う
も
の
を
一
作
品
選
出
い
た
だ
き
、
お
話
を
う
か
が
い
ま
す
。
第
三
回
は
、

19
世
紀
の
服
飾
研
究
が
ご
専
門
で
、
K
C
I
で
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
経
験
を
お
持
ち

の
新
實
五
穂
さ
ん
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
）
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。

新
實
五
穂　

Ih
o

 N
iim

i

お
茶
の
水
女
子
大
学
基
幹
研
究
院
人
文
科
学
系
助
教
�

2
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年
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で
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都
服
飾
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化
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究
財
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︶
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史
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1
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年
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な
ど
�

西洋においてコルセットは衣装を形作るために

長らく必須の下着だった。とりわけ19世紀は細

いウエストが美しさの対象となり、20世紀初頭

にかけて締め付けはますます強くなった。本品

は艶やかな青の絹サテンが目を引く1880年代の

典型的なコルセット。本体には鉄製の芯が何十

本も内蔵されている。背中心のレーシングを締

めてぴったりと着装した場合、バストは約76cm、

ウエストは約49cmになる。胸の下や腰回りに

施された白糸の愛らしいステッチは、鉄製の芯

を固定するとともに装飾的な効果も生んでいる。

1880年代

京都服飾文化研究財団所蔵　畠山崇撮影

コルセット

新實さんが 選んだ
KCI 名品

K
C
I
40
周
年
特
別
企
画

わ
た
し
が
選
ぶ

K
C
I
名
品
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試着用レプリカコルセットを使った博物館実習の
授業の様子

オリジナルのコルセットは
Corset Parisien社のロゴの入った箱に入る。
福永一夫 撮影

（※）本誌第11号「今日の補修室　第11回　
レプリカ（複製品）の製作②」も合わせ
てご覧ください。KCI ホームページでPDF
版をご覧いただけます。
https://www.kci.or.jp/publication/pdf/
pr/fukuwomeguru_011.pdf

レプリカのもととなった19世紀末のコルセット。
Corset Parisien社製。

この刺繍で硬いボーンを固定。
実用と装飾を兼ねる。

オリジナル レプリカ

拡大図

試着用レプリカコルセットの製作手順

1 .  必要なサイズの型紙を作成し、綿ツイルの生地から型紙パー
ツとテープパーツを裁断する。スチール（特に力がかかる部
分用）とABS樹脂をボーンとして裁断する。

2.  前中心から後ろ中心へパーツの順番通りに外表 (＝縫い代が
表側に出る状態)にミシンで縫い合わせる。

3.  表側から縫い目を覆うようにテープを縫い付けたのち、ボー
ンの幅ごとにテープをステッチする。

4.  前中心にバスク（＝コルセットの留め具）を手で縫い付ける。

5.  ボーンを通し、上下の端始末としてパイピングする。上側に
は布と同色の装飾用レースをつける。

6.  ボーンが中で動かないように強度の高い糸で端を刺繍して
固定させる。同色の装飾用レースをつける。

7.  後ろ中心にハトメをつけ、ハトメに紐を通して完成。

KCI では様々な目的でコルセットのレプリカを
製作しています。前号のような展示用コルセット

（※）や、衣装をマネキンに着せ付けて展示する際
の下着として使用する着付け用コルセット、今の
人々が実際に19世紀のコルセットの装着を体験す
るための試着用コルセットなどです。

今回はこの試着用コルセットの作り方を紹介し
ます。素材の種類や色はオリジナルと別のものを
使用していますが、ボーンの数やシルエットはオ
リジナルを再現しています。まず KCI 収蔵のオリ
ジナルコルセットのパターン（ドレス製作用設計
図）をとり、これをもとにグレーディング（服の
サイズを大小に変化させること）し、SS・S・M・
L の4種類、色は白・黒の2種類を製作しました。

現在このコルセットは博物館実習受講者や学芸
員が外部で講義をする場合など、主に教育普及の
目的で使用しています。オリジナルは女性用です
が試着時には男性も同じものを体験します。実際
にコルセットを付けてみることで、付ける過程の
苦労や着装感、また着用後のウエストの細さへの
驚き（男女ともに着用前より10cm 以上細くなる
ことも！）……、と発見がたくさんあります。

（梅野 史子）

第 12 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

今号は 19 世紀のコルセットの
レプリカ制作をご紹介します。
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現在、KCIでは今夏開催の展覧会「ドレス・コード？

−着る人たちのゲーム」展（京都国立近代美術館に

て）に向けて準備を進めています。作品展示にくわ

え、会期中にはさまざまな付帯事業を実施する予定

です。シンポジウムやワークショップなど、皆さん

のご興味、ご関心に合うイベントがありましたら是

非ご参加くださいませ。詳しくは4月から本格的に始

動する展覧会ホームページ（https://www.kci.or.jp/

dc/）をチェックください。展覧会で皆さまにお会い

できるのを楽しみにしております。

「服をめぐる」衣服の研究現場より　第12号
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K C I 活動報告

今日「現代アート」や「ネイルアート」のように用いられることが多い

「アート」という語は、英語でもともと「わざ、技芸」のことを意味してい

ました。本展では、ものづくりから美術、科学まで広く私たちの営みを支

えてきた〈アート〉が、服飾品にどのように表れてきたのかを、18世紀か

ら現代までのKCIの収蔵品を通して辿ります。ぜひご覧ください。

今日着ている服をあなたはどのように選びましたか？　服を着る

行為は、私たちが社会生活を送るうえで欠かせない文化的な営みの

一つです。そしてファッションは「着る」だけでなく「視る／視ら

れる」ものでもあり、そこには暗黙のルールや駆け引き、あるいは

ゲームにも似た自己と他者のコミュニケーションが存在します。

本展では、KCI収蔵品を中心に、アートや映画、マンガなどに

表現さ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

＜ドレス・コード＞をめぐる、わたしたちの装いの実践について見

つめ直します。

 「ドレス・コード？−着る人たちのゲーム」展

京都国立近代美術館　2019年8月9日（金）〜10月14日（月・祝）

熊本市現代美術館　2019年12月8日（日）〜 2020年2月23日（日）

※2019年4月、KCIホームページにて特設サイトを開設予定です。

URL：https://www.kci.or.jp/dc/

「ドレス・コード？—着る人たちのゲーム」展　開催決定

「収蔵品紹介29：服の向こうに見える世界－〈アート〉の軌跡」

会期：2019年1月28日（月）〜7月12日（金）※会期中、一部展示替えをします。

開館時間：午前9時30分〜午後5時（入館は4時30分まで）

休館日：土・日・2月11日・4月27日〜5月5日。

入場料：無料

今夏、京都服飾文化研究財団（KCI）は「ドレス・コード？−着る人たちのゲーム」展を

京都国立近代美術館と共同で開催します。

KCI ギャラリー展示

展覧会開催

©京都服飾文化研究財団


