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ど
ち
ら
も
非
常
に
楽
し
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
絵

を
描
く
と
き
に
は
基
本
的
に
は
何
を
考
え
て
も
自
由
で
、
音
楽
な

ど
を
聞
き
な
が
ら
、
こ
ん
な
も
の
が
あ
っ
た
ら
い
い
な
、
こ
ん
な

女
性
が
い
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
形
と
し
て
あ
ら
わ

す
こ
と
が
で
き
る
。
描
け
ば
そ
の
場
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け

で
す
か
ら
、
出
来
上
が
っ
た
と
き
の
達
成
感
も
あ
り
ま
す
し
。
文

章
だ
と
そ
う
は
い
か
な
い
。
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
頭
の
中
に
あ

る
映
像
を
形
に
し
て
い
く
こ
と
な
の
で
、
何
か
別
の
こ
と
を
し
な

が
ら
で
は
で
き
な
い
し
、
き
ち
ん
と
活
字
に
な
っ
て
か
ら
で
な
い

と
客
観
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
い
っ
た
違
い
は
あ
り

ま
す
ね
。

僕
は
小
さ
い
頃
か
ら
絵
を
描
く
こ
と
が
大
好
き
で
、
近
所
の
子

ど
も
が
外
で
遊
ん
で
い
る
と
き
で
も
、
部
屋
の
中
で
絵
を
描
い
て

い
ま
し
た
。
僕
の
母
は
そ
れ
を
と
て
も
嫌
が
っ
て
、
「
絵
を
描
く
人

だ
け
に
は
な
ら
な
い
で
」
と
よ
く
言
っ
て
い
ま
し
た
。
明
治
生
ま

れ
の
母
に
は
、
芸
術
家
や
絵
描
き
と
い
う
と
世
の
中
の
規
範
か
ら

は
み
出
し
て
ま
わ
り
に
迷
惑
を
か
け
る
人
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
「
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
な
ん
か
持
っ
て
近
所
を
歩

か
な
い
で
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。
だ
か
ら
絵

に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
の
独
学
で
、
雑
誌
の
挿
し
絵
な
ど
を
一
生

｀
懸
命
に
模
写
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

絵
を
描
い
て
い
る
と
、
体
内
の
血
液
の
温
度
が
ち
ょ
う
ど
自
分

に
び
っ
た
り
と
合
う
感
じ
で
、
も
の
す
ご
く
心
地
い
い
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
絵
が
出
来
上
が
っ
た
と
き
の
快
感
|
|
'
「
あ
、
ま
た
こ

ん
な
に
い
い
も
の
を
描
い
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
喜
び
（
笑
）
。
で

す
か
ら
僕
は
母
が
何
と
言
お
う
と
、
絵
を
描
く
仕
事
が
し
た
い
と

ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
父
が
早
く
に
亡
く
な
っ
だ
た
め
家
業

を
継
い
で
い
た
一
五
歳
年
上
の
兄
が
、
「
世
の
中
に
絵
が
う
ま
い
人

僕はすごく恵まれていて、

こういう仕事をやってみたいと

思っていると、

必ずそこから声がかかる。

だからいつも断れない（笑）。

あんざい・みすまる

学科卒業後、電通／こ

平凡社勤務を経て、

ッチのイラストレー

ている。まだ、

イルに絵を描くな

とボッキー」（福

リー・ララパイ,( 

ー
ー
安
西
さ
ん
は
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
で
な
く
、

小
説
や
エ
ッ
セ
イ
な
ど
多
方
面
で
活
躍
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
が
、
絵
を
描
く
こ
と
と
文
章
を
書
く
こ
と
に
は
、

ど
う
い
っ
た
違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

絵
を
描
く
こ
と
と
文
章
を
書
く
こ
と
の
両
方
に
共
通
す
る
の
は
、

京都生まれ。 6吐E日大芸術学部美術

ニューヨークのテザインスタジオ、

ストレーターとして独立。繊細なタ

気で、小説やエッセイなども手がけ

だ干葉県千倉町の南房千倉大橋のタ

動でも知られる。著書に rピッキー

9アマリリスが（新潮社）、 rメランコ

rバードの妹」（平凡社）など多数。

Cross Road 

は
た
く
さ
ん
い
る
け
れ
ど
、
こ
ん
な
に
好
き
な
ん
だ
っ
た
ら
、
そ

の
道
に
進
ま
せ
て
や
っ
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
っ
て
く
れ

て
、
そ
の
兄
に
一
目
置
い
て
い
た
母
も
、
大
学
で
絵
の
勉
強
を
す

る
こ
と
を
よ
う
や
く
認
め
て
く
れ
ま
し
た
。

|
ー
安
西
さ
ん
の
絵
を
見
て
い
る
と
、
心
が
ほ
ん
わ
り
と

温
か
く
な
る
よ
う
な
、
懐
か
し
さ
や
優
し
さ
を
感
じ
ま
す
。

僕
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ペ
ン
を
イ
ン
ク
に
つ
け
て
描

き
ま
す
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
自
己
流
で
す
。
高
校
生
に
な
っ
て
初

め
て
大
学
入
試
の
た
め
に
石
膏
デ
ッ
サ
ン
を
勉
強
し
始
め
た
く
ら

い
で
す
か
ら
、
し
っ
か
り
と
積
み
重
ね
て
描
い
て
い
く
と
い
う
こ

と
は
非
常
に
苦
手
な
ん
で
す
（
笑
）
。

ふ
だ
ん
は
あ
ま
り
意
識
し
ま
せ
ん
が
、
小
さ
い
頃
か
ら
ず
っ
と

書
道
を
や
っ
て
い
た
た
め
か
、
僕
の
場
合
は
絵
を
描
く
と
い
う
よ

り
も
書
を
書
く
感
覚
に
近
い
の
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
ね
。
含

ん
だ
イ
ン
ク
が
ど
こ
で
き
れ
る
か
と
か
、
イ
ン
ク
が
乾
か
な
い
よ

う
な
ス
ピ
ー
ド
感
も
無
意
識
の
う
ち
に
計
算
し
て
い
ま
す
。
サ
イ

ン
ペ
ン
だ
っ
た
ら
、
そ
ん
な
必
要
は
な
い
わ
け
で
す
。
こ
う
い
っ

た
息
づ
か
い
や
手
の
ぬ
く
も
り
、
間
合
い
み
た
い
な
も
の
が
絵
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
絵
が
シ
ン
プ
ル

な
の
で
、
こ
ん
な
調
子
な
ら
自
分
で
も
描
い
て
み
た
い
な
と
思
わ

せ
る
親
近
感
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

最
近
、
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
に
つ
い
て
皮
膚
科
の
お
医
者
さ
ん

が
書
い
た
本
を
手
が
け
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
僕
に
し
て
み
る
と

初
め
て
の
ジ
ャ
ン
ル
。
ち
ゃ
ん
と
描
け
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
不
安

は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
僕
な
り
に
最
善
を
尽
く
し
ま
し
た
。
刊
行

後
し
ば
ら
く
し
て
、
著
者
か
ら
僕
宛
て
に
手
紙
が
届
い
た
ん
で
す
。

そ
こ
に
は
「
す
て
き
な
絵
を
描
い
て
く
れ
て
ど
う
も
あ
り
が
と
う
。

シンプルなイラストレーションを眺めていると、張り

つめていた心がすっと和らいで、ほんわかした気持ち

に包まれる。安西さんご自身も、いつかどこかで会っ

たことがあるような懐かしさとやわらかさを秘めた、

笑顔の温かい人だった。

安西水丸さん
（イラストレーター）
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つ
く
っ
て
は
手
帳
に
書
い
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
漢
字
を
習
っ
た

ば
か
り
の
小
学
生
の
と
き
も
、
月
・
火
•
水
・
木
・
金
・
土
・
日

と
、
曜
日
の
漢
字
を
じ
っ
と
見
て
、
「
え
ら
そ
う
な
字
だ
な
」
と
か

「
な
ん
か
嫌
な
感
じ
が
す
る
字
だ
な
」
と
か
思
っ
て
い
た
。

そ
ん
な
中
で
、
「
水
」
と
い
う
字
そ
の
も
の
が
す
ご
く
好
き
だ
っ

た
ん
で
す
。
ど
こ
か
控
え
め
で
、
片
側
が
少
し
崩
れ
て
い
る
の
が

は
か
な
げ
で
感
じ
が
い
い
な
、
と
。
だ
か
ら
そ
の
頃
か
ら
絵
を
描

い
た
と
き
に
は
、
い
つ
も
隅
っ
こ
に
小
さ
く
「
水
」
と
書
い
て
い

た
し
、
剣
道
の
防
具
の
胴
に
さ
え
も
「
水
」
と
書
い
て
い
ま

し
た
。
だ
か
ら
ペ
ン
ネ
ー
ム
に
使
う
な
ら
こ
の
字
し
か
な
い

と
思
っ
て
、
そ
う
な
る
と
必
然
的
に
そ
の
次
が
「
丸
」
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
こ
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
実
際
に
書
い
て

み
る
と
、
シ
ン
メ
ト
リ
ー
に
近
い
か
た
ち
で
字
画
の
少
な
い

「こんなことをやってみよう」と力まなくても、

今、与えられた仕事を一生懸命やっていれば、
自然とそういう方向に行くのではないか
という気がするんです。大好きな絵を描いて、
健康で毎日気持ちよく仕事ができたら、
それ以上のことは何も望みませんね。

と
て
も
い
い
本
に
仕
上
が
っ
た
の
で
嬉
し
い
」
と
い
っ
た
内
容
の

ほ
か
に
、
こ
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

「
私
は
今
ま
で
苦
し
み
悩
ん
で
い
る
人
た
ち
の
た
め
に
一
生
懸

命
医
学
を
学
ん
で
、
そ
の
知
恵
を
振
り
絞
る
よ
う
に
し
て
こ
の
本

を
書
い
た
が
、
こ
の
絵
を
見
て
い
る
と
、
医
者
が
あ
あ
だ
こ
う
だ

と
治
療
す
る
よ
り
も
安
西
さ
ん
の
絵
の
ほ
う
が
よ
っ
ぽ
ど
治
療
に

役
立
つ
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
」
。

こ
の
手
紙
を
読
ん
で
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
や
っ
て
い
て

本
当
に
良
か
っ
た
と
心
か
ら
思
い
ま
し
た
ね
。
僕
は
絵
を
描
く
こ

と
が
本
当
に
好
き
で
、
今
の
よ
う
に
仕
事
に
な
っ
て
も
気
分
的
に

は
子
ど
も
の
頃
と
何
も
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
絵
は
楽
し
み
な
が

ら
描
か
な
い
と
、
楽
し
さ
が
出
て
こ
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の

楽
し
み
な
が
ら
僕
が
描
い
た
絵
を
、
み
ん
な
が
楽
し
ん
で
見
て
く

れ
た
ら
、
そ
れ
が
一
番
の
幸
せ
で
す
ね
。

ー
安
西
さ
ん
は
、
自
ら
会
長
を
名
の
る
ほ
ど
の
ス
ノ
ー

ド
ー
ム
愛
好
家
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
の
魅
力
は
ど
う

い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
仲
間
う
ち
で
勝
手
に
言
っ
て
い
る
だ
け
な
ん
で
す
が

…
…
（
笑
）
。
ス
ノ
ー
ド
ー
ム
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
手
の
ひ
ら

に
載
る
ぐ
ら
い
の
ガ
ラ
ス
で
で
き
た
半
球
状
の
も
の
で
、
振
る
と

中
の
風
景
に
雪
が
降
る
置
き
物
。
日
本
で
は
最
近
、
さ
び
れ
た
観

光
地
な
ど
で
し
か
見
か
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
ド
イ

ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
は
じ
め
海
外
で
は
非

常
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
、
セ
ン
ス
の
い
い
も
の
も
た
く
さ
ん

あ
る
ん
で
す
。
僕
は
こ
れ
が
大
好
き
で
、
海
外
に
行
く
と
必
ず
三
、

四
個
は
買
っ
て
く
る
し
、
僕
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
る
の
を
知

っ
て
い
る
友
達
か
ら
も
海
外
土
産
に
も
ら
っ
た
り
し
て
、
か
な
り

の
数
が
集
ま
り
ま
し
た
。

日
本
人
は
機
能
性
を
重
視
し
て
、
た
と
え
ば
こ
う
い
っ
た
も
の

で
も
寒
暖
計
に
な
っ
て
い
る
と
か
カ
レ
ン
ダ
ー
に
な
っ
て
い
る
実

用
的
な
も
の
を
好
む
よ
う
で
す
。
だ
か
ら
ス
ノ
ー
ド
ー
ム
の
よ
う

な
機
能
の
な
い
も
の
、
意
味
の
な
い
も
の
は
あ
ま
り
ウ
ケ
な
い
。

で
も
、
こ
の
何
の
役
に
も
た
た
な
い
よ
う
な
、
何
で
も
な
い
と
こ

ろ
に
僕
は
と
て
も
惹
か
れ
る
ん
で
す
。
た
と
え
ば
景
色
な
ど
で
も

同
じ
で
、
僕
は
い
わ
ゆ
る
名
所
や
絶
景
と
言
わ
れ
る
所
よ
り
も
、

う
ら
ぶ
れ
て
捨
て
ら
れ
た
よ
う
な
風
景
や
、
人
に
見
向
き
も
さ
れ

な
い
よ
う
な
何
気
な
い
風
景
が
好
き
な
ん
で
す
。
人
が
あ
ま
り
行

か
な
い
よ
う
な
所
を
一
人
で
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
く
の
も
い
い
。
ま
た
、

電
車
の
窓
か
ら
み
る
風
景
な
ど
も
最
高
に
い
い
で
す
よ
ね
。
流
れ

る
風
景
を
眺
め
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
空
想
す
る
の
は
、
本

当
に
心
が
躍
る
楽
し
い
ひ
と
と
き
で
す
。

|
|
安
西
さ
ん
の
お
名
前
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
だ
そ
う
で
す
が
、

と
て
も
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
り
な
が
ら
、
優
し
い
響
き
で
す

ね
。
由
来
を
お
聞
き
し
た
い
と
、
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
う
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
平
凡

社
で
一
緒
だ
っ
た
嵐
山
光
三
郎
さ
ん
の
一
言
。
僕
が
絵
を
描
く
こ

と
を
知
っ
て
、
ご
自
分
の
文
に
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
描
い
て

ほ
し
い
と
言
っ
て
き
た
ん
で
す
。
そ
の
際
に
「
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
つ

け
る
と
便
利
だ
よ
。
僕
と
同
じ
”
ぁ
“
で
始
ま
る
名
前
が
い
い
よ
」

と
。
そ
れ
で
考
え
た
の
が
こ
の
名
前
。
”
あ
伝
の
つ
く
名
字
「
安
西
」

は
、
祖
母
の
実
家
の
名
字
か
ら
と
り
ま
し
た
。

僕
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
好
み
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
学
校
へ

行
く
道
な
ど
で
も
好
き
な
道
と
嫌
い
な
道
が
あ
り
ま
し
た
。
好
き

な
道
ベ
ス
ト
テ
ン
、
好
き
な
樹
木
ベ
ス
ト
テ
ン
な
ん
か
を
勝
手
に

わ
り
に
イ
ン
パ
ク
ト
も
あ
り
、
な
か
な
か
良
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

嵐
山
さ
ん
も
一
言
、
「
い
い
な
」
と
。

今
で
も
時
々
思
う
の
で
す
が
、
あ
の
と
き
嵐
山
さ
ん
が
僕
に
声

を
か
け
て
く
れ
な
か
っ
た
ら
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
で
あ
る
今
の

自
分
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
帰
国
し
て

フ
リ
ー
で
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
や
っ
て
い
こ
う
と
決
意
し
た

も
の
の
、
そ
う
は
簡
単
に
い
か
な
か
っ
た
。
作
品
を
持
っ
て
出
版

社
に
売
り
込
み
に
行
っ
て
も
、
編
集
者
に
一
蹴
さ
れ
て
傷
つ
い
て

帰
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
実
際
に
そ
れ
に
め
げ
て
売
り
込

み
を
や
め
て
し
ま
う
若
い
人
も
多
い
ん
で
す
。

だ
か
ら
僕
は
フ
リ
ー
に
な
る
前
に
、
ま
ず
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
を
依
頼
す
る
側
の
仕
事
を
し
っ
か
り
身
に
つ
け
よ
う
と
出
版
社

に
入
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
心
が
け
た
の
が
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
の
持
ち
込
み
は
よ
っ
ぽ
ど
ひ
ど
い
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
と
に

か
＜
―
-
度
は
使
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
。
印
刷
さ
れ
た
も
の
を
持

っ
て
他
の
出
版
社
に
売
り
込
み
に
行
く
と
、
編
集
者
は
安
心
す
る

わ
け
で
す
。
あ
あ
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
も
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
、

と
。
編
集
者
に
し
て
み
れ
ば
、
名
の
知
れ
た
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー

を
使
え
ば
間
違
い
が
な
い
と
い
う
気
持
ち
な
の
で
し
ょ
う
が
、
考

え
よ
う
に
よ
っ
て
は
無
名
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
を
発
掘
し
育
て

る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
す
。

日
本
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
水
準
は
非
常
に
高
い
し
、
光

る
才
能
を
持
つ
若
手
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
僕
は
仕
事
や
人
に
と

て
も
恵
ま
れ
て
、
こ
れ
ま
で
に
た
く
さ
ん
の
い
い
出
会
い
が
あ
っ

た
。
最
近
は
母
校
で
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
教
え
て
い
る
の
で
．

す
が
、
若
手
の
才
能
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
育
て
て
い
く
の
も
、

こ
れ
か
ら
の
僕
の
役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。（

取
材
・
構
成
／
編
集
係
）
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佐原市佐原伝統的建造物群保存地区（千葉県）
商家町／平成 8年12月10日選定

（撮影／三沢博昭）

佐原は利根／l|下流減の物資集散地として、近世に栄えた河港商業都市である。利根川に

注ぐ小野／l|に高瀬船等が行き交うと、川沿いには「だし」と呼ばれる荷揚げ用階段が多数

設けられて、米穀等の諸荷物の上げ下ろしが行われだ。経済的な繁栄は水運ガ衰退する昭

和前期まで続き、重厚な蔵造の町家や土蔵の町並みが形成されだ。

佐原市佐原伝統的建造物群保存地区は、面積約7.1haで、干葉県はもとより関東地方で初

めて、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されだ。保存地区の伝統的建造物群が多様

性に富んでおり、特色ある歴史的景観を良好に伝える商家町である。

表紙写真は、河港機能と関逓する寄棟造・妻入の町家等が並び建つ小野川沿いを望んだ

もので、奥に「だし」がみえる。この小野川に直交する香取街道沿いは、主に巳常品を商

う切妻造•平入の二階建の町家等が運なっている。また、蔵造の建築は香取街道沿いに多
く、このほか大正時代以降の煉瓦造や鉄筋コンクリート造の洋風建物等も残っている。な

ぁ、小野川沿いには、日本地図作製で有名な伊能忠敬1日宅（国指定史跡）がある。

今回の特集 r今後の日本語教育施策の推進について＿日本語教

育の新たな展開を目指して一ー」は、 3月19日付けで提出された報

告書「今後の日本語教育施策の推進について＿日本語教育の新た

な展開を目指して一ー」《今後の日本語教育施策の推進に関する調査

研究報告〉を踏まえた内容となっています。

なお、特集記事の一つになっている国際シンポジウム「国際化時

代の日本語教育支援とネットワーク」（文化庁）の概要は、本報告書

の提言内容の一つ r海外における日本語教育支援」に対応して、去

る3月26日面に、国立オリンピック記念青少年総合センクー（国際

会議室）で開催されたシンボジウムの協議内容を元にしています。

本特集では；上記協力者会議の報告書の内容や国際シンポジウム

の協議内容を踏まえながら、今後の日本語教育施策の推進とネット

ワーク構築の在り方について追究したわけですが、今後iま、こうし

たニーズに対応した施策を、いかに具体的に展開していくかが問わ

れています。 (NH) 
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