
日　
本　
の　
衣　
服　
の　
原　
点　
で　
あ　
る　
し　
な　
織　
り　
を　
存　
続　
、　

普　
及　
、　
発　
展　
さ　
せ　
た　
く　
て　
、　
現　
代　
の　
ニ　
ー　
ズ　
に　
こ　
た　

え　
な　
が　
ら　
、　
そ　
の　
特　
性　
を　
生　
か　
し　
た　
商　
品　
を　
開　
発　
す　

る　
こ　
と　
に　
努　
め　
て　
い　
る　
。　

温　
海　
町　
関　
川　
に　
伝　
わ　
る　
し　
な　
布　
は　
、　沖　
縄　
の　
バ　
シ　
ョ　

ウ　
布　
、　
静　
岡　
の　
ク　
ズ　
布　
と　
と　
も　
に　
日　
本　
三　
大　
古　
代　
織　

り　
に　
数　
え　
ら　
れ　
る　
。　
し　
な　
の　
木　
の　
樹　
皮　
を　
は　
ぎ　
、　
乾　

燥　
さ　
せ　
、　
煮　
て　
、　
洗　
い　
、　
糸　
に　
し　
て　
、　
機　
織　
り　
と　
す　

べ　
て　
手　
作　
業　
で　
二　
十　
三　
の　
工　
程　
を　
経　
て　
一　
年　
間　
が　
か　

り　
で　
布　
と　
な　
る　
。　
木　
を　
切　
る　
こ　
と　
以　
外　
は　
女　
性　
た　
ち　

に　
よ　
る　
作　
業　
で　
あ　
り　
、　
し　
な　
織　
り　
は　
女　
性　
た　
ち　
が　
貴　

重　
な　
現　
金　
収　
入　
を　
得　
る　
道　
で　
も　
あ　
っ　
た　
。　
布　
は　
素　
朴　

な　
色　
合　
い　
で　
、　
感　
触　
や　
通　
気　
性　
に　
優　
れ　
、　
織　
り　
目　
が　

美　
し　
く　
、　
軽　
く　
、　
耐　
水　
性　
や　
繊　
維　
が　
強　
靭　
で　
あ　
る　
な　

ど　
の　
特　
性　
が　
あ　
る　
。　
か　
つ　
て　
は　
魚　
網　
、　
野　
良　
着　
、　
敷　

き　
布　
団　
な　
ど　
多　
様　
な　
用　
途　
が　
あ　
っ　
た　
が　
、　
化　
学　
繊　
維　

の　
登　
場　
や　
生　
活　
様　
式　
の　
変　
化　
と　
と　
も　
に　
次　
第　
に　
需　
要　

が　
減　
り　
産　
業　
と　
し　
て　
も　
衰　
退　
し　
て　
い　
っ　
た　
。　

し　
な　
織　
り　
は　
山　
里　
の　
人　
々　
の　
山　
菜　
採　
り　
、　
農　
業　
、　

林　
業　
を　
中　
心　
と　
す　
る　
四　
季　
の　
生　
活　
サ　
イ　
ク　
ル　
に　
合　
っ　

た　
副　
業　
で　
あ　
り　
、　
山　
里　
の　
人　
々　
の　
ポ　
リ　
シ　
ー　
に　
は　
自　

然　
は　
神　
か　
ら　
の　
預　
か　
り　
も　
の　
と　
い　
う　
考　
え　
方　
が　
あ　

る　
。　
木　
を　
す　
べ　
て　
切　
る　
こ　
と　
は　
な　
く　
、　
一　
部　
は　
必　
ず　

残　
し　
て　
自　
然　
と　
共　
生　
す　
る　
生　
き　
方　
を　
し　
て　
お　
り　
、　
落　

葉　
広　
葉　
樹　
林　
で　
自　
給　
自　
足　
し　
て　
い　
た　
縄　
文　
人　
の　
暮　
ら　

し　
に　
通　
じ　
る　
も　
の　
を　
感　
じ　
る　
。　
し　
な　
織　
り　
は　
そ　
れ　
自　

体　
が　
心　
の　
安　
ら　
ぎ　
を　
覚　
え　
る　
素　
材　
で　
あ　
る　
が　
、　
深　
刻　

な　
環　
境　
破　
壊　
か　
ら　
自　
然　
と　
共　
生　
す　
る　
生　
き　
方　
を　
迫　
ら　

れ　
て　
い　
る　
現　
代　
人　
に　
と　
っ　
て　
、　
単　
な　
る　
布　
と　
し　
て　
の　

存　
在　
に　
と　
ど　
ま　
ら　
な　
い　
も　
の　
を　
持　
っ　
て　
い　
る　
よ　
う　
に　

思　
え　
る　
。　
森　
の　
人　
・　
縄　
文　
人　
の　
Ｄ　
Ｎ　
Ａ　
が　
現　
代　
に　
蘇　

り　
、　
人　
々　
の　
心　
身　
を　
癒　
す　
た　
め　
に　
暮　
ら　
し　
ぶ　
り　
を　
省　

み　
る　
よ　
う　
訴　
え　
て　
い　
る　
よ　
う　
で　
も　
あ　
る　
。　

そ　
ん　
な　
し　
な　
織　
り　
と　
私　
と　
の　
最　
初　
の　
出　
合　
い　
は　
庄　

内　
で　
は　
な　
く　
て　
東　
京　
で　
あ　
っ　
た　
。　
学　
生　
時　
代　
に　
駒　
場　

の　
日　
本　
民　
芸　
館　
で　
芹　
沢　
ö  
介　
氏　
が　
染　
め　
た　
し　
な　
布　
を　

見　
た　
時　
、　
そ　
れ　
が　
ふ　
る　
さ　
と　
の　
庄　
内　
で　
織　
ら　
れ　
た　
も　

の　
で　
あ　
る　
こ　
と　
を　
知　
っ　
た　
驚　
き　
が　
重　
な　
っ　
て　
大　
き　
な　

感　
動　
を　
覚　
え　
た　
。　
郷　
里　
の　
鶴　
岡　
市　
大　
山　
に　
帰　
り　
家　
業　

の　
呉　
服　
店　
の　
経　
営　
を　
継　
い　
だ　
後　
も　
、　
し　
な　
織　
り　
の　
こ　

と　
が　
頭　
か　
ら　
離　
れ　
な　
か　
っ　
た　
。　
素　
晴　
ら　
し　
い　
素　
材　
で　

あ　
る　
に　
も　
か　
か　
わ　
ら　
ず　
お　
土　
産　
品　
や　
民　
芸　
品　
の　
域　
に　

●
　
伝
統
工
芸
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と　
ど　
ま　
っ　
て　
い　
る　
し　
な　
布　
に　
現　
代　
的　
な　
価　
値　
を　
付　
加　

し　
て　
実　
用　
品　
と　
し　
て　
の　
市　
場　
を　
開　
拓　
す　
る　
こ　
と　
を　
目　

指　
し　
、　
呉　
服　
店　
経　
営　
の　
傍　
ら　
素　
材　
供　
給　
者　
、　
工　
芸　
家　
、　

流　
通　
業　
者　
の　
三　
者　
が　
一　
緒　
に　
学　
習　
す　
る　
こ　
と　
か　
ら　
始　

め　
た　
。　

そ　
の　
一　
つ　
は　
、　
デ　
ザ　
イ　
ン　
で　
あ　
る　
。　
伝　
統　
的　
な　
も　

の
は
常
に
時
代
が
求
め
る
も
の
に
こ
た
え
た
か
ら

残
っ　
た　
の　
で　
あ　
り　
、　
し　
な　
布　
の　
場　
合　
も　
現　
代　
の　
セ　
ン　

ス　
に　
合　
っ　
た　
も　
の　
に　
す　
る　
新　
し　
い　
血　
を　
注　
入　
す　
れ　
ば　

商　
品　
価　
値　
が　
出　
て　
く　
る　
と　
考　
え　
た　
。　
二　
つ　
に　
は　
、　
素　

材　
の　
特　
性　
を　
十　
分　
に　
発　
揮　
で　
き　
る　
商　
品　
を　
開　
発　
す　
る　

こ　
と　
を　
考　
え　
た　
。　
呉　
服　
店　
の　
人　
脈　
を　
頼　
っ　
て　
デ　
ザ　
イ　

ナ　
ー　
に　
依　
頼　
し　
、　
帽　
子　
、　
バ　
ッ　
グ　
、　
の　
れ　
ん　
、　
帯　
な　

ど　
の　
フ　
ァ　
ッ　
シ　
ョ　
ン　
性　
の　
高　
い　
新　
し　
い　
分　
野　
で　
の　
商　

品　
開　
発　
に　
取　
り　
組　
ん　
だ　
。　
そ　
の　
帽　
子　
を　
東　
京　
・　
銀　
座　

の　
専　
門　
店　
に　
持　
ち　
込　
み　
陳　
列　
し　
て　
も　
ら　
う　
こ　
と　
に　
成　

功　
し　
た　
。　
そ　
の　
結　
果　
、　
店　
側　
の　
予　
想　
に　
反　
し　
て　
ど　
ん　

ど　
ん　
売　
れ　
、　
自　
信　
を　
深　
め　
た　
。　

イ　
ン　
テ　
リ　
ア　
の　
世　
界　
に　
も　
販　
路　
を　
確　
保　
す　
る　
こ　
と　

が　
で　
き　
た　
。　
和　
紙　
と　
し　
な　
布　
を　
使　
っ　
た　
照　
明　
具　
を　
開　

発　
し　
、　
デ　
パ　
ー　
ト　
で　
扱　
っ　
て　
も　
ら　
っ　
た　
。　
購　
入　
し　
た　

人　
々　
か　
ら　
は　
「　
心　
が　
休　
ま　
る　
」　
と　
評　
価　
さ　
れ　
て　
デ　
パ　

ー　
ト　
の　
売　
上　
増　
に　
貢　
献　
で　
き　
た　
。　
全　
国　
の　
主　
要　
都　
市　

の　
デ　
パ　
ー　
ト　
で　
展　
示　
会　
を　
開　
催　
し　
て　
き　
た　
が　
、　
し　
な　

織　
り　
へ　
の　
理　
解　
が　
次　
第　
に　
広　
ま　
っ　
て　
い　
る　
こ　
と　
を　
実　

感　
し　
て　
い　
る　
。　
千　
葉　
県　
の　
川　
村　
記　
念　
美　
術　
館　
か　
ら　
は　

「　
古　
代　
織　
り　
し　
な　
布　
・　
し　
な　
布　
の　
今　
と　
昔　
」　
と　
い　
う　

企　
画　
展　
の　
プ　
ロ　
デ　
ュ　
ー　
ス　
依　
頼　
が　
舞　
い　
込　
み　
、　
し　
な　

布　
の　
制　
作　
工　
程　
の　
ビ　
デ　
オ　
上　
映　
、　
織　
り　
の　
実　
演　
、　
昔　

の　
生　
活　
用　
具　
の　
展　
示　
な　
ど　
を　
行　
っ　
た　
。　
し　
な　
織　
り　
の　

普　
及　
活　
動　
を　
通　
し　
て　
自　
分　
自　
身　
が　
成　
長　
し　
て　
い　
く　
こ　

と　
を　
感　
じ　
て　
い　
る　
。　

わ　
が　
国　
に　
は　
貴　
重　
な　
伝　
統　
工　
芸　
品　
が　
数　
多　
く　
残　
っ　

て　
い　
る　
が　
、　
そ　
の　
存　
続　
が　
困　
難　
に　
な　
っ　
て　
い　
る　
も　
の　

が　
少　
な　
く　
な　
い　
。　
さ　
ら　
に　
、　
伝　
統　
工　
芸　
品　
は　
単　
一　
の　

素　
材　
で　
作　
ら　
れ　
る　
ケ　
ー　
ス　
は　
少　
な　
く　
、　
数　
多　
く　
の　
付　

属　
品　
を　
使　
用　
す　
る　
場　
合　
が　
多　
い　
が　
、　
付　
属　
品　
確　
保　
も　

ま　
ま　
な　
ら　
な　
い　
状　
態　
に　
な　
っ　
て　
お　
り　
心　
が　
痛　
む　
。　
昔　

な　
が　
ら　
の　
技　
を　
そ　
の　
ま　
ま　
伝　
え　
る　
だ　
け　
で　
な　
く　
、　
新　

し　
い　
血　
を　
注　
入　
し　
て　
生　
き　
返　
ら　
せ　
る　
努　
力　
が　
今　
こ　
そ　

必　
要　
に　
な　
っ　
て　
い　
る　
よ　
う　
に　
思　
う　
。　
私　
は　
呉　
服　
店　
の　

店　
舗　
を　
改　
造　
し　
て　
、　
し　
な　
織　
り　
と　
庄　
内　
の　
伝　
統　
工　
芸　

を　
全　
国　
に　
情　
報　
発　
信　
し　
よ　
う　
と　
「　
庄　
内　
染　
織　
色　
工　
芸　

サ　
ロ　
ン　
」　
を　
開　
設　
し　
た　
。　
鶴　
岡　
市　
大　
山　
は　
匠　
の　
町　
と　

呼　
ば　
れ　
る　
ぐ　
ら　
い　
に　
職　
人　
が　
多　
い　
町　
だ　
が　
、　
サ　
ロ　
ン　

の　
建　
物　
も　
白　
壁　
、　
漆　
喰　
塗　
り　
、　
瓦　
な　
ど　
伝　
統　
的　
な　
職　

人　
技　
を　
取　
り　
入　
れ　
な　
が　
ら　
大　
山　
の　
町　
に　
ふ　
さ　
わ　
し　
い　

町　
並　
み　
景　
観　
に　
し　
た　
い　
と　
い　
う　
気　
持　
ち　
が　
あ　
っ　
た　
。　

庄　
内　
に　
は　
庄　
内　
刺　
し　
子　
、　
竹　
塗　
り　
、　
磯　
草　
塗　
り　
、　

絵　
ろ　
う　
そ　
く　
な　
ど　
の　
伝　
統　
工　
芸　
が　
あ　
り　
、　
山　
形　
県　
は　

日　
本　
有　
数　
の　
伝　
統　
工　
芸　
保　
有　
県　
で　
も　
あ　
る　
。　
ま　
た　
、　

多　
岐　
に　
わ　
た　
る　
分　
野　
で　
新　
進　
工　
芸　
作　
家　
が　
活　
躍　
し　
て　

い　
る　
。　
し　
か　
し　
、　
そ　
れ　
ら　
の　
技　
術　
水　
準　
が　
い　
か　
に　
高　

く　
、　
工　
芸　
品　
が　
い　
か　
に　
貴　
重　
な　
も　
の　
で　
あ　
っ　
て　
も　
、　

そ　
の　
価　
値　
を　
認　
め　
て　
代　
価　
を　
支　
払　
っ　
て　
く　
れ　
る　
人　
が　

い　
な　
け　
れ　
ば　
そ　
の　
技　
術　
は　
後　
世　
に　
伝　
わ　
っ　
て　
い　
か　
な　

い　
。　
価　
値　
を　
認　
め　
て　
も　
ら　
う　
に　
は　
付　
加　
価　
値　
の　
高　
い　

も　
の　
を　
作　
り　
、　
作　
る　
人　
が　
誇　
り　
に　
思　
え　
る　
環　
境　
を　
整　

え　
る　
必　
要　
が　
あ　
る　
よ　
う　
に　
思　
う　
。　
私　
は　
顧　
客　
と　
の　
会　

話　
の　
中　
か　
ら　
消　
費　
者　
ニ　
ー　
ズ　
が　
ど　
こ　
に　
あ　
る　
か　
を　
つ　

か　
む　
貴　
重　
な　
ヒ　
ン　
ト　
を　
得　
た　
よ　
う　
に　
思　
っ　
て　
い　
る　
。　

そ　
し　
て　
、　
い　
く　
ら　
優　
れ　
た　
製　
品　
で　
あ　
っ　
て　
も　
流　
通　
に　

乗　
ら　
な　
け　
れ　
ば　
価　
値　
を　
生　
ま　
な　
い　
こ　
と　
も　
肝　
に　
銘　
じ　

て　
お　
り　
、　
作　
る　
だ　
け　
で　
な　
く　
販　
路　
を　
開　
拓　
す　
る　
こ　
と　

も　
重　
要　
で　
あ　
る　
。　

伝　
統　
工　
芸　
を　
取　
り　
巻　
く　
環　
境　
は　
時　
代　
と　
と　
も　
に　
変　

わ　
る　
。　
し　
か　
し　
、　
い　
つ　
の　
時　
代　
で　
も　
、　
そ　
の　
時　
代　
に　

合　
っ　
た　
素　
材　
の　
生　
か　
し　
方　
、　
時　
代　
の　
感　
性　
が　
求　
め　
る　

デ　
ザ　
イ　
ン　
、　
次　
代　
の　
ニ　
ー　
ズ　
に　
こ　
た　
え　
る　
制　
作　
技　
術　
、　

ニ　
ー　
ズ　
を　
持　
っ　
て　
い　
る　
人　
を　
探　
す　
販　
路　
開　
拓　
が　
必　
要　

で　
あ　
る　
。　
地　
域　
に　
根　
差　
し　
な　
が　
ら　
総　
合　
的　
に　
伝　
統　
産　

業　
を　
プ　
ロ　
デ　
ュ　
ー　
ス　
す　
る　
こ　
と　
が　
伝　
統　
工　
芸　
を　
生　
き　

長　
ら　
え　
る　
こ　
と　
が　
で　
き　
る　
道　
で　
あ　
ろ　
う　
と　
思　
う　
。　
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■石田　誠

有限会社丸石産業代表取締役。1 9 5 4年1 2
月13日生まれ、鶴岡市大山２丁目17-7。
明治５年創業の呉服店「大山石田屋」の
５代目。青山学院大学経済学部卒業。平
成２年に「丸石産業」を設立。平成４年
に店舗を改築して「庄内染織工芸サロン」
を開設、これが鶴岡市都市景観賞を受賞。
大山地区の「尾浦の里を愛する会」代表
であり、大山地区の自然と歴史を収録し
たビデオ作品「椙尾の祭り」は県視聴覚
ビデオ・コンテスト最優秀賞（平成２年）、
昭和８年に私費で大山公園を建設した加
藤嘉八郎の足跡と大山地区の四季を収録
した「大山公園物語」は優秀賞（平成８
年）を獲得している。また、鶴岡総合研
究所の研究員、庄内博物園構想策定にも
参画、「大山学」の確立運動を展開中。
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