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レ
ン
ガ
や
石
造
り
の

重
厚
な
倉
庫
が
立
ち
並
ぶ
小
樽
運
河
。

こ
の
風
景
が
生
ま
れ
た
経
緯
は
、

一
体
ど
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
？
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運
河
方
式
と
埠
頭
方
式

　

坂
の
多
い
街
、
小
樽
。
江
戸
時
代
か
ら
ニ
シ
ン

漁
で
、
明
治
以
降
は
石
炭
の
積
み
出
し
港
と
し

て
、
さ
ら
に
戦
前
に
な
る
と
ロ
シ
ア
沿
海
州
と
の

貿
易
拠
点
と
し
て
も
栄
え
、
か
つ
て
は
札
幌
を
し

の
ぐ
経
済
力
を
誇
っ
て
い
た
。

　

そ
の
繁
栄
ぶ
り
を
今
に
伝
え
る
の
が
、
小
樽
運

河
と
周
辺
の
倉
庫
群
だ
。

　

運
河
を
造
る
き
っ
か
け
は
、明
治
三
十（
一
八

九
七
）年
頃
か
ら
小
樽
港
の
物
資
流
通
量
が
急
増

し
、
積
み
降
ろ
し
の
施
設
が
必
要
と
な
っ
た
こ

と
。
そ
の
方
法
と
し
て
検
討
さ
れ
た
の
が
、
埠
頭

方
式
と
運
河
方
式
だ
っ
た
。
大
型
船
が
沖
に
停

泊
し
、
荷
物
を
艀
は
し
けに
積
ん
で
、
引
き
船
で
運
河
を

通
っ
て
倉
庫
に
運
び
込
む
の
が
運
河
方
式
。
一

方
、
港
に
船
が
直
接
接
岸
し
て
、
荷
物
を
運
搬
す

る
の
が
埠
頭
方
式
だ
が
、
ど
ち
ら
の
方
法
を
と
る

か
、
な
か
な
か
意
見
が
ま
と
ま
ら
ず
、
十
年
余
り

も
揉
め
に
揉
め
た
。

　

そ
し
て
明
治
四
十
一（
一
九
〇
八
）
年
、
道
庁

が
や
っ
と
出
し
た
結
論
は
埠
頭
方
式
で
あ
っ
た
。

運
河
方
式
に
決
定
が
逆
転

　

小
樽
港
の
積
み
降
ろ
し
は
埠
頭
方
式
に
決
ま
っ

た
が
、
資
金
難
で
す
ぐ
に
は
着
工
で
き
な
か
っ

た
。

　

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
明
治
四
十
二

年
、
小
樽
築
港
事
務
所
長
と
し
て
港
の
建
設
に
従

事
し
、
北
防
波
堤（
日
本
初
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

防
波
堤
）を
造
っ
た
葊
井
勇
が
、
埠
頭
方
式
よ
り

運
河
方
式
の
方
が
、
倉
庫
等
の
位
置
関
係
か
ら
し

て
好
ま
し
い
と
の
考
え
を
示
し
た
た
め
、
決
定
が

ひ
っ
く
り
返
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯

で
、
よ
う
や
く
大
正
三（
一
九
一
四
）年
八
月
、
運
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河
を
造
る
工
事
が
始
ま
っ
た
。

　

意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
、
小
樽
運
河
の

工
法
だ
。
運
河
と
い
え
ば
普
通
、
陸
地
を
掘
っ
て

水
路
を
つ
く
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
小
樽
運
河
の

場
合
は
、
海
を
埋
め
立
て
、
そ
の
一
部
を
水
路
と

し
て
残
す
と
い
う
工
法
で
、
国
内
唯
一
の
も
の
で

あ
る
。

　

運
河
が
完
成
し
た
の
は
九
年
後
の
大
正
十
二

（
一
九
二
三
）年
。
長
さ
一
三
二
四
メ
ー
ト
ル
・
幅

四
〇
メ
ー
ト
ル
・
水
深
二
・
四
メ
ー
ト
ル
の
水
路

で
あ
っ
た
。
海
が
運
河
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

石
川
啄
木
の
見
た
小
樽

　

小
樽
市
総
合
博
物
館
運
河
館
の「
し
ゃ
ち
ほ
こ
」

の
よ
う
に
、
小
樽
運
河
沿
い
の
建
物
に
は
特
徴
的

な
飾
り
の
あ
る
も
の
が
多
い
。
二
階
の
庇
上
部
に

突
き
出
た「
う
だ
ち
」
も
そ
の
ひ
と
つ
。
隣
家
と

の
境
に
防
火
壁
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
財

力
の
あ
る
者
が
こ
れ
を
高
く
掲
げ
て
繁
栄
の
し
る

し
と
し
た
こ
と
か
ら
、「
う
だ
つ
が
上
が
る
」の
語

源
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
繁
栄
の

シ
ン
ボ
ル
が
運
河
沿
い
の
建
物
に
た
く
さ
ん
あ

る
。

　

わ
ず
か
百
十
五
日
で
は
あ
る
が
、
そ
の
頃
、
小

樽
で
暮
ら
し
て
い
た
石
川
啄
木
も
、「
初
め
て
見

た
る
小
樽
」（『
小
樽
日
報
』明
四
〇
・
九
・
一
五
）で

「
小
樽
に
来
て
初
め
て
真
に
新
開
地
的
な
、
真
に

植
民
的
精
神
の
溢
る
る
男
ら
し
い
活
動
を
見
た
。

男
ら
し
い
活
動
が
風
を
起
す
、
そ
の
風
が
即
ち
自

由
の
空
気
で
あ
る
」と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に「
内

地
の
大
都
会
の
人
は
、
落
し
物
で
も
探
す
よ
う
に

眼
を
キ
ョ
ロ
つ
か
せ
て
、
せ
せ
こ
ま
し
く
歩
く
。

札
幌
の
人
は
四あ
た
り辺
の
大
陸
的
な
風
物
の
静
け
さ
に

圧
せ
ら
れ
て
、
や
は
り
静
か
に
緩ゆ
っ
た
り慢
と
歩
く
。
小

樽
の
人
は
そ
う
で
な
い
。
四
辺
の
風
物
に
圧
せ
ら

る
る
に
は
、
あ
ま
り
に
反
撥
心
の
強
い
活
動
力
を

も
っ
て
い
る
。
さ
れ
ば
小
樽
の
人
の
歩
く
の
は
歩

く
の
で
な
い
、
突
貫
す
る
の
で
あ
る
。
朝
か
ら
晩

ま
で
突
貫
す
る
小
樽
人
ほ
ど
恐
る
べ
き
も
の
は
な

い
」と
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
だ
っ
た
当
時
の
小
樽

人
を
褒
め
称
え
た
。

観
光
運
河
に

　

運
河
方
式
に
よ
る
荷
揚
げ
は
、
戦
後
の
樺
太
輸

送
の
断
絶
と
太
平
洋
側
の
苫
小
牧
港
の
整
備
、
小

樽
港
湾
内
の
埠
頭
の
整
備
に
よ
っ
て
衰
退
し
て

い
っ
た
。

　

昭
和
四
十
年
代
に
な
り
、
小
樽
市
役
所
は
す
で

に
無
用
の
長
物
と
化
し
た
小
樽
運
河
を
埋
め
立

て
、
道
路
と
し
て
整
備
す
る
方
針
を
打
ち
出
し

た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
反
対
す
る
運
河
の
保
存
運

動
が
起
こ
り
、
全
国
規
模
で
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
市
側
は
妥
協
策
と
し
て
運
河
を
半

分
の
幅
に
し
て
残
す
案
を
提
示
し
た
が
、
全
面
保

存
を
求
め
る
保
存
派
と
意
見
が
折
り
合
う
こ
と
は

な
か
っ
た
。

　

運
河
創
設
時
と
同
様
、
長
期
戦
に
な
る
か
と
思

わ
れ
た
昭
和
五
十
八（
一
九
八
三
）
年
、
市
側
が

埋
め
立
て
工
事
に
着
手
。
六
十
一
年
に
道
道
小
樽

臨
港
線
が
開
通
し
、
小
樽
運
河
は
全
長
一
一
四
四

メ
ー
ト
ル
の
観
光
運
河
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
道

道
沿
い
の
運
河
は
半
分
の
幅
に
な
っ
た
が
、
北
側

の
約
四
七
〇
メ
ー
ト
ル
は
、
北
運
河
と
し
て
完
成

当
時
の
原
形
を
留
め
た
。

　

同
時
に
運
河
沿
い
に
は
ガ
ス
灯
や
ベ
ン
チ
の
あ

る「
小
樽
運
河
ふ
れ
あ
い
の
散
歩
道
」と
い
う
散

策
路
が
整
備
さ
れ
、
全
国
的
に
も
人
気
の
高
い
観

光
名
所
と
な
っ
た
。
そ
の
お
蔭
で
、
取
り
壊
す
こ

と
も
で
き
ず
に
放
置
さ
れ
、
廃
屋
と
な
っ
て
い
た

倉
庫
群
に
も
新
た
な
命
が
吹
き
込
ま
れ
た
。

　

本
来
の
機
能
を
失
っ
た
運
河
と
倉
庫
群
だ
が
、

そ
れ
が
幸
い
し
て
、
小
樽
の
観
光
を
支
え
る
存
在

に
な
る
と
は
、
何
と
い
う
歴
史
の
皮
肉
で
あ
ろ

う
。

衰
退
し
全
面
埋
め
立
て
を
待
つ

運
河
に
保
存
の
声
を
あ
げ
た
の
は
、

か
つ
て
そ
の
繁
栄
を
支
え
た

小
樽
の
市
民
た
ち
だ
っ
た
。

昭和40年代頃。廃屋となった倉庫と錆びついた船（小樽市総合博物館運河館所蔵）

完成当時の小樽運河。写真奥では工事が続いている（小樽市総合博物館運河館所蔵）



Interview
き
っ
か
け

　

北
海
道
の
酒
造
家
の
歴
史
を
調
べ
る

き
っ
か
け
は
、
僕
が
国
税
局
の
酒
造
の

企
業
係
長
の
時
、
三
浦
さ
ん
と
い
う
部

長
に「
お
前
た
ち
、
酒
、
酒
と
言
っ
て
い

る
が
、
北
海
道
の
酒
屋
の
歴
史
を
知
っ

て
い
る
の
か
」と
言
わ
れ
た
こ
と
。

　

誰
も
知
ら
な
い
ん
で
す
よ
。「
そ
う

い
う
見
方
も
あ
る
ん
だ
な
」と
思
っ
て

い
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
昭
和
十
一

（
一
九
三
六
）年
に
国
税
局
が
作
成
し
た

台
帳
を
見
つ
け
た
。
そ
れ
を
見
る
と
、

酒
屋
さ
ん
が
ず
ら
っ
と
台
帳
に
載
っ
て

い
る
。「
そ
う
か
」と
。
そ
れ
が
き
っ
か

け
と
な
り
、
国
税
局
に
あ
っ
た
資
料
を

基
に
、
市
町
村
の
歴
史
書
も
併
せ
見
な

が
ら
調
べ
て
い
き
ま
し
た
。
仕
事
の
傍

ら
と
い
う
二
足
の
草わ

ら
じ鞋
だ
っ
た
も
の
で

す
か
ら
、
今
回
本
に
ま
と
め
る
ま
で
に

二
十
年
も
か
か
り
ま
し
た
。

酒
税
法
の
変
更

　

日
露
戦
争
は
酒
税
の
お
陰
で
戦
え
た

と
い
う
ぐ
ら
い
、
そ
の
重
み
は
す
ご
く

て
、飲
め
、飲
め
と
い
っ
て
戦
争
を
や
っ

た
ら
し
い
。
そ
れ
だ
け
に
税
務
署
の
検

査
は
非
常
に
厳
し
く
て
、
何
か
ら
何
ま

で
立
ち
会
っ
た
。
そ
の
検
査
簿
が
今
も

税
務
署
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
元（
一
九
八
九
）年
頃
、「
酒
税

法
」が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
た
。以
前
は
清

酒
と
ウ
イ
ス
キ
ー
に
特
級
・
一
級
・
二

級
が
あ
り
ま
し
た
が
、清
酒
の
場
合
、各

級
の
税
率
差
が
凄
い
ん
で
す
よ
。
そ
こ

で
、
酒
屋
さ
ん
は
税
金
を
安
く
済
ま
せ

る
た
め
に
、
吟
醸
酒
な
ど
の
特
級
酒
ク

ラ
ス
を
二
級
と
し
て
売
っ
た
。

　

特
級
・
一
級
・
二
級
と
い
う
の
は
、

全
部
鑑
定
官
の
審
査
を
経
て
決
め
ま
す

が
、
最
初
か
ら
審
査
な
ん
か
受
け
な
い

よ
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
二
級
酒
に
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
昭
和
五
十
年
代
に

は
、
特
級
よ
り
も
は
る
か
に
旨
い
二
級

が
た
く
さ
ん
出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
級
別
制
は
廃
止
に
な
り
ま
し

た
。
で
も
酒
屋
さ
ん
は
や
っ
ぱ
り
、
俺

の
売
る
も
の
は
い
い
も
の
だ
と
、
高
い

も
の
を
売
り
た
い
。
だ
か
ら
吟
醸
・
大

吟
醸
・
特
選
な
ど
と
、
自
分
た
ち
で
ラ

ン
ク
を
付
け
て
い
る
ん
で
す
。

酒
屋
と
地
域
性

　

小
林
酒
造
が
北
海
道
に
来
た
の
は
明

治
十
一（
一
八
七
八
）年
。
明
治
三
十
四

年
頃
に
札
幌
か
ら
栗
山
に
移
り
ま
し

た
。
炭
鉱
地
帯
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た

ん
で
し
ょ
う
。
旭
川
は
、
明
治
三
十
一

（
一
八
九
八
）年
頃
、
鉄
道
が
開
通
し
て

師
団
司
令
部
が
で
き
た
。
そ
れ
で
旭
川

に
酒
屋
が
集
中
し
ま
し
た
。

　

珍
し
い
例
が
新
十
津
川
町
の
金
滴
酒

造
。
奈
良
の
十
津
川
郷
か
ら
移
住
し
て

来
た
時
に
、「
俺
た
ち
の
飲
む
酒
は
俺
た

ち
で
造
ろ
う
」と
い
う
こ
と
で
、地
域
の

農
家
が
全
部
株
主
に
な
っ
た
。
根
室
は

千
島
列
島
が
あ
っ
た
か
ら
酒
屋
が
で
き

た
ん
で
し
ょ
う
。「
北
の
勝
」は〝
辛
い
〟、

こ
う
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
す
。

釧
路
の「
福
司
」も
昔
か
ら
辛
い
酒
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
釧
路
で
酒

を
造
っ
た
の
は
、
炭
鉱
が
あ
り
ま
し
た

か
ら
ね
。
札
幌
は
今「
千
歳
鶴
」の
一
軒

だ
け
で
す
。
札
幌
に
し
て
は
少
な
い
な
、

と
思
い
ま
す
。
昭
和
四
十（
一
九
六
五
）

年
に
私
が
転
勤
で
札
幌
に
来
た
時
は
、

四
軒
あ
っ
た
ん
で
す
が
。
小
樽
は
、
樺

太
や
利
尻
・
礼
文
へ
の
直
行
航
路
の
お

蔭
で
、
ず
い
ぶ
ん
酒
屋
業
が
繁
盛
し
て

い
ま
し
た
。
函
館
は
昔
か
ら
、
山
形
の

大
山
衆
や
伏
見
・
灘
方
面
の
酒
が
ど
ん

と
入
っ
て
来
て
い
た
。
本
州
の
酒
が
ど

う
し
て
旨
い
か
と
い
う
と
、
船
に
揺
ら

れ
て
樽
に
馴
染
む
か
ら
。
昔
の
酒
は
杉

樽
の
香
り
が
す
る
と
い
う
の
が
、
い
い

酒
に
数
え
ら
れ
る
要
素
の
ひ
と
つ
で
し

た
。
や
は
り
人
の
た
く
さ
ん
集
ま
る
所

が
、
酒
の
消
費
量
も
多
い
で
す
。
炭
鉱

は
み
ん
な
が
集
ま
っ
て
酒
盛
り
を
す
る

機
会
が
多
い
。
漁
師
も
番
屋
に
集
ま
っ

て
飲
ん
だ
り
す
る
。
で
も
農
家
の
場
合
、

み
ん
な
で
一
杯
飲
も
う
な
ん
て
、
あ
ま

り
聞
い
た
こ
と
が
な
い
で
す
よ
ね
。
そ

れ
で
十
勝
の
酒
屋
は
小
さ
か
っ
た
。

酒
は
香
り
が
大
切

　

僕
は
家
で
飲
む
と
き
は
冷
や
酒
で
す

が
、
外
で
飲
む
と
き
は
燗
酒
。
早
く
酔

い
が
回
り
ま
す
か
ら
。
昔
か
ら
、「
冷
や

酒
と
親
の
意
見
は
あ
と
か
ら
き
く
」と

い
う
格
言
が
あ
る
よ
う
に
、
冷
や
酒
は

酔
う
の
が
遅
い
。
そ
の
代
わ
り
あ
と
で

こ
た
え
ま
す
よ
ね
。
通
は「
燗
酒
な
ん

て
」と
言
い
ま
す
が
。鑑
定
官
室
に
行
っ

て
も「
本
当
の
酒
の
味
は
冷
や
で
飲
む

酒
だ
」
っ
て
ね
。
ま
ず
香
り
、
そ
れ
か

ら
味
を
楽
し
む
と
い
う
の
が
酒
の
飲
み

方
で
す
。
昔
、
杜
氏
は
、
吟
醸
酒
仕
込

み
の
時
、
タ
ン
ク
の
傍
に
布
団
を
敷
い

て
寝
泊
ま
り
し
な
が
ら
、
常
に
香
り
が

ど
う
な
っ
て
い
る
か
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い

た
。
そ
の
ぐ
ら
い
気
を
遣
っ
て
い
た
ん

で
す
。杜
氏
に
言
わ
せ
る
と
、リ
ン
ゴ
の

腐
敗
直
前
の
香
り
の
す
る
の
が
一
番
い

い
酒
、
そ
の
次
は
バ
ナ
ナ
の
香
り
だ
そ

う
で
す
。
今
、
北
海
道
の
酒
屋
は
一
三

軒
で
す
。
去
年
は
北
海
道
の
酒
が
足
り

な
く
な
り
、
売
る
酒
が
な
い
所
も
あ
っ

た
と
い
う
話
で
す
。
結
構
伸
び
て
い
る

ん
で
し
ょ
う
ね
。
北
海
道
の
酒
は
悪
く

な
い
で
す
よ
。

あ
う
る
の

杜
加
藤
良
己
さ
ん

税務署で長年、酒
税を担当していた加藤良

己さん。北海道の酒蔵家の
起源から現代までを二十年に
わたって調べ、『北海道の酒
造家と酒造史資料』に集大

成した、加藤さんのお話
です。

税
理
士

加藤良己
かとう よしみ

1929年生まれ。46年鉄道教習所卒業、

国鉄中標津保線区に勤務。51年国鉄を

退職し、税務講習所に。52年根室税務

署に配属。56年網走転勤を皮切りに室

蘭、釧路税務署の間税畑を歩く。釧路税

務署の3年目に酒税に移り、その後札幌

中署に転勤。以来酒税担当一筋。退職

後、石狩市で加藤良己税理士事務所を

開設。

『北海道の酒造家と酒造史資料』
サッポロ堂書店　A4判　214頁
定価 本体2,500円＋税

酒屋は
地域の歴史と
つながっている…
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│
日
本
語
を
考
え
る

「
外
来
語
」

　

昨
今
は
、
今
ま
で
使
っ
て
い
た
日
本
語
に
代
わ
り
、
外

来
語
を
使
お
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
「
ワ
イ
ン
」。「
葡
萄
酒
」
と
い
う
と
、
な
ん
と
な

く
甘
っ
た
る
い
味
や
古
臭
さ
を
連
想
さ
せ
る
の
か
、
い
つ

の
間
に
か
「
ワ
イ
ン
」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　

同
じ
よ
う
に
「
魔
法
瓶
」
は
「
ポ
ッ
ト
」
に
、「
さ
じ
」
は

「
ス
プ
ー
ン
」に
、「
寝
台
」は「
ベ
ッ
ド
」に
、「
力
を
増
す
」

は
「
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
」
に
代
わ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
老
人
は
あ
ま
り
横
文
字
が
得
意
で
は
な
い
は
ず

な
の
に
、「
老
人
優
先
席
」
を
「
シ
ル
バ
ー
シ
ー
ト
」
と
も

呼
ん
で
い
ま
す
。「
高
齢
者
の
人
材
派
遣
所
」
も
名
称
は

「
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
」
で
す
。
ス
ト
レ
ー
ト
に
高
齢

者
、
あ
る
い
は
老
人
と
呼
ぶ
の
を
避
け
る
た
め
で
し
ょ
う

が
、
本
来
、
英
語
の
「
シ
ル
バ
ー
」
に
は
「
高
齢
者
」
と
い

う
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
日
本
人
ら
し
い
、
味
の

あ
る
造
語
で
す
。

　

明
治
時
代
に
な
る
と
、
鎖
国
が
終
わ
り
、
欧
米
か
ら
文

化
・
社
会
制
度
な
ど
に
関
す
る
外
国
語
が
ド
ッ
と
入
っ
て

き
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
当
時
の
日
本
人
は
、
そ
の
言

葉
を
た
だ
ス
ト
レ
ー
ト
に
カ
タ
カ
ナ
で
表
わ
す
の
で
は
な

く
、
漢
字
で
言
葉
を
創
造
し
、
普
及
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の

お
蔭
で
、
他
の
多
く
の
国
々
で
は
欧
米
の
知
識
・
技
術
を

学
び
、
取
り
入
れ
る
た
め
に
英
語
力
が
必
要
だ
っ
た
の
に

対
し
、
日
本
は
母
国
語
だ
け
で
幼
稚
園
か
ら
大
学
ま
で
進

学
で
き
る
国
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
ん
な
日
本
人
が
、
こ
れ
か
ら
は
小
学
生
の
頃
か
ら
英

語
を
学
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
今
後
ま

す
ま
す
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
が
増
え
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。

　

で
も
時
に
は
、
先
人
た
ち
の
よ
う
に
外
国
語
を
的
を
射

た
日
本
語
に
変
え
て
み
る
と
い
う
工
夫
も
必
要
な
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今年はシリーズ第1作『おばけのマ〜ルとまるやまどうぶつえん』が発刊されて10年目にあたる。1月末に感謝の気持ちを伝えようと、10
周年記念展を開催した。多くの来場者を迎えることができ、激励の言葉をいただいた。あらためて感謝である。さらに2月1日より、最新作
の舞台である札幌市青少年科学館で、マ〜ルが主役のプレミアムプラネタリウム番組が上映されている。子どもたちに夢を持ってもらえ
るよう、今後もマ〜ルの冒険は続く予定である。もう一つ、北海道が生んだ巨匠の画業を纏めた『笠井誠一』について。弊社出版物では
2度目となるが、図録に「AR」機能を付け、スマートフォンやタブレット端末で、動画を再生し楽しめる仕掛けを用意した。生い立ちからアト
リエの様子まで、紙面では表せない魅力を味わっていただきたい。年初の発刊予定が遅れたが、今年も様々な人と出会い、地域に根ざし
た出版を心がける積もりでいる。（Y）

■発行・編集／中西出版（株）
　〒007-0823 札幌市東区東雁来3条1丁目1-34
　電話011-785-0737 FAX011-781-7516
　E-mail: owl@nakanishi-shuppan.co.jp
■発行責任者／林下英二
■発行日／2015年2月25日

　札幌の円山に住むおばけのマ〜ル。絵本『おばけの
マ〜ル』シリーズ第1作が生まれて10年目の記念の年
に、第6作『おばけのマ〜ルとふしぎなかがくかん』の舞
台となった札幌市青少年科学館で、マ〜ルが主役のプ
ラネタリウム番組が上映中です。科学館初の幼児向け
番組となるこの作品のストーリーは、絵本の作者による
書き下ろし。子どもたちの宇宙との初めての出会いを意
識した、家族でも楽しめる作品です。初の試みにあたり、
今回は絵本のスタッフに加え、ナレーターにDJの須摩
智子さんを迎えての制作となりました。
　お話では、プラネタリウムを訪れたマ〜ルが、星のお
勉強…と思いきや、新しいお友だちを探しに出発！　天
文解説員さんを巻き込んだカワイイ冒険がはじまります。

　「非常に明晰なシンプル美」―清廉な空気をまと
い、緻密に構築された独特の静物画で知られる笠井誠
一は、北海道が生んだ現代具象画の巨匠です。
　1932年に札幌に生まれ、戦後、札幌西高在学中の
17歳の時に画業を志し単身上京。武蔵野美術学校を
経て、東京藝術大学・同専攻科を修了後、給費留学生
として渡仏。帰国後は愛知県立芸術大学で教鞭をとり
ながら、「形と形の織りなす様々な空間の追究」を続け
てきました。
　本展は生地・札幌初の大規模な個展で、初期の風
景表現や人物画、滞欧時の作品から近作に至るまでの
静物画等、約120点の作品と資料で67年にわたる歩みを紹介。2月28日には作家本人が
自作について語る、アーティスト・トークを実施します。また、本展の図録は同美術館の他、中
西出版から2,000円（税抜）で販売。一般書店での購入も可能です。

札幌市青少年科学館プレミアムプラネタリウム
おばけのマ～ルとゆめのとびら
2月1日（日）～4月30日（木）　火～金11:00～・土日祝11:20～（30分）
※5月1日以降の予定は同館HPでご確認ください。
札幌市青少年科学館（札幌市厚別区厚別中央1条5丁目　TEL 011-892-5001）
料金／大人500円（中学生以下無料）

笠井誠一展
1月25日（日）～3月29日（日）　9:45～17:00（入館は16:30まで）
札幌芸術の森美術館（札幌市南区芸術の森2丁目75　TEL 011-591-0090）
休館日／月曜日
観覧料／一般700（560）円、高大生350（280）円、小中生150（120）円、小学生未満無料
※（　）内は前売・20名以上の団体料金

O W L  I N F O R M A T I O N

ゆめのとびらを  ひらくのは  あなたです。

北海道の暮らしの未来を考える 英文法が基礎から学べる 心臓病学の発展史

現代具象画の代表的作家、札幌初の回顧展

http：//nakanishi-shuppan.co.jp

　30年後には2/3とも言われ
る急激な人口減少が予測され
る北海道。快適な冬の暮らし
を追求し、「北方型住宅」を得
た北国の住まいは、この大き
な変化をどう乗り切ればよいの
でしょうか。
　この問題に対し、道内の建
築専門家たちが人口や住まい
の傾向を分析。全国の事例を
研究しながら、30年後の豊かで
「持続可能な」生活と住まい
の実現へ向けて必要な変化
を、一目で分かるビジュアルで
提案します。

　好評を博した英文法の学
習書『基礎からの英語学習』
が、パワーアップした改訂版に
なりました！
　毎日無理なく続けるために、
1日の学習量を設定。90回の
レッスンでは、図や用例のほ
か、理解を深めるための参考
事項を豊富に用意し、レッスン
の確認ができる簡単な確認問
題のURLアドレスも掲載中で
す。
　改訂版では33の豆知識が
追加され、さらに充実した入門
書となっています。

　心臓病学の発展史を記し
た成書は欧米では多く見られ
ますが、日本での出版はごく
僅かに留まっています。本書
は心臓病学の古典的名著や
文献などの貴重な資料を原
書から紐解き、黎明から20世
紀に至る流れを概説。学問成
立の過程が分かりやすく書か
れています。
　進歩に貢献した医学者た
ちの人となりにも多く触れ、個
性的なエピソードは読み物とし
ても楽しめる充実した内容と
なっています。

みんなで30年後を考えよう
北海道の生活と住まい
30年後の住まいを考える会・編著
定価1,800円＋税

基礎からの英語学習
パワーアップ版
熊谷隆司・著
定価1,500円＋税

心臓病学小史
世界と日本の心臓病学の発展
田辺福徳・著
非売品

30年後の住まいを考える会
（発売元：中西出版）
A5判、119頁
2014年12月刊行

中西出版
A5判、314頁
2014年11月刊行

笠井誠一
《紫陽花とウクレレのある卓上静物》

1998年

田辺福徳（自費出版）
A5判、256頁（予定）　
※入手ご希望の方は中西出版
までお問い合わせください。


