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ま
ず
は
思
い
出
話
か
ら
。 

１
９
８
２
年
、
映
画
好
き
の
豊
中
市
職
員
が
集
ま
り
、
山
田
監

督
を
市
民
会
館
（
現
・
文
化
芸
術
セ
ン
タ
ー
）
に
招
き
、
講
演
と

映
画
上
映
を
行
っ
た
。
上
映
し
た
作
品
は
『
家
族
』
（
１
９
７
０

年
）
。
九
州
の
閉
山
と
な
る
炭
鉱
か
ら
北
海
道
へ
と
移
住
す
る
一

家
が
隠
し
撮
り
と
思
わ
れ
る
大
阪
万
博
の
シ
ー
ン
を
は
じ
め
、
高

度
成
長
期
の
変
わ
り
ゆ
く
社
会
と
世
相
に
翻
弄
さ
れ
る
姿
を
描

い
た
ロ
ー
ド
ム
ー
ビ
ー
で
あ
る
。
庶
民
の
暮
ら
し
か
ら
日
本
を
あ

ぶ
り
だ
し
た
名
作
に
僕
た
ち
は
感
動
し
、
無
謀
に
も
？
山
田
監
督

に
オ
フ
ァ
ー
し
、
ご
快
諾
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
。
天
に
も
昇
る

気
持
ち
で
、
仕
事
そ
っ
ち
の
け
で
ポ
ス
タ
ー
を
つ
く
り
、
チ
ケ 

    

ッ
ト
を
販
売
。
沢
山
の

観
客
が
集
ま
っ
た
。
終

了
後
の
懇
親
会
で
は
、

「
寅
さ
ん
を
ぜ
ひ
千

里
二
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
、

団
地
の
若
奥
様
と
の

恋
を
」
な
ど
と
無
茶
ぶ

り
の
提
案
を
し
た
仲

間
も
い
た
。
山
田
監
督

は
始
終
笑
顔
だ
っ
た
。

な
つ
か
し
い
想
い
出

で
あ
る
。 

 

こ
の
ぼ
く
た
ち
の

自
主
上
映
会
に
監

督
が
来
ら
れ
た
の

に
は
、
実
は
訳
が

あ
る
。 

そ
の
時
に
は
知
ら

な
か
っ
た
あ
る
理
由
が
あ
っ
た
（
２
０
１
６
年
、
豊
中
市
名
誉
市

民
に
な
ら
れ
た
際
に
僕
に
打
ち
明
け
て
く
れ
た
）
。
ご
自
身
の
生

家
、
そ
う
、
あ
の
『
小
さ
い
お
う
ち
』（
２
０
１
４
年
）
の
モ
デ
ル

と
な
っ
た
豊
中
市
岡
町
の
赤
い
屋
根
の
家
が
記
憶
に
刷
り
込
ま

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
映
画
誌
掲
載
の
山
田
監
督
年
譜
で
は

「
宝
塚
市
岡
町
生
ま
れ
」
と
誤
記
さ
れ
て
い
て
、
当
時
、
豊
中
ご

出
身
と
い
う
こ
と
も
、
生
家
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
誰
も
知
ら
な

観
客
の
胸
の
中
に
熾
（
お
き
）、
つ
ま
り
火
の
消
え
か
け
た
炭
が
あ
る
。 

僕
た
ち
の
仕
事
は
、
そ
の
熾
に
も
う
一
回
火
を
つ
け
る
こ
と
（
山
田
監
督
の
言
葉
よ
り
）
。 

これまで「逸郎の映画三昧」と称し、「とよなか山田会」や「とよ

なかの星たち」（地域ミニコミ紙）などに映画評だかなんだかよく

わからない雑文を寄稿してきた。そんなご縁からか大病を克服し

た西井弘和さんから、豊中市名誉市民山田洋次さんへのオマー

ジュを書け……しかも年４回発行予定なので連載も視野に入れ

て、というご沙汰である。連載は厳しい、荷が重すぎる、さてどう

するか……。悩んだ末に、初回は予告編として、名誉市民となっ

て頂いた際の裏話のようなエピソード、そして山田監督のメッセ

ージを紹介しよう。西井さんのムチャぶり、これにはお茶を濁すし

か術がない。ご容赦を。 

山田洋次監督の映画を観る① 
……………………………………………… 
元・豊中市副市長  ＮＰＯ政策研究所理事 
田中逸郎 

『家族』（1970） 

『小さいおうち』（2014） 



か
っ
た
。 

こ
ん
な
き
っ
か
け
・
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
、
名
誉
市
民
に
な
ら

れ
た
。
お
か
げ
で
僕
た
ち
は
今
、
豊
中
で
新
作
の
先
行
上
映
を
し

て
い
た
だ
き
、
鑑
賞
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
思
う
こ
と
が
あ
る
。
創
作
者
は

長
く
深
く
い
ろ
ん
な
体
験
や
記
憶
、
出
来
事
を
寝
か
せ
、

組
み
合
わ
せ
、
熟
成
さ
せ
て
作
品
へ
と
結
実
さ
せ
る
。 

ま
る
で
酒
造
り
の
よ
う
、
う
ま
く
熟
成
せ
ず
、
腐
敗
し
て
や
む

な
く
流
す
こ
と
も
多
い
だ
ろ
う
。
創
作
者
の
、
い
わ
ば
「
長
距
離

ラ
ン
ナ
ー
の
孤
独
」（
ア
ラ
ン
・
シ
リ
ト
ー
）
と
「
持
続
す
る
志
」

（
大
江
健
三
郎
）
に
は
頭
が
下
が
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

と
同
時
に
、
僕
た
ち
鑑
賞
者
の
言
動
も
、
ほ
ん
の
少
し
か
も
し
れ

な
い
が
、
創
作
活
動
の
一
助
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

う
思
い
た
い
。 

 

映
画
館
に
足
を
運
ぶ
、
文
学
書
を
読
む
、

美
術
展
や
コ
ン
サ
ー
ト
へ
行
く
、
そ
し
て
自

ら
の
人
生
を
か
み
し
め
る
様
に
振
り
返
り
、

引
き
受
け
て
生
き
て
い
く
。 

こ
う
し
た
鑑
賞
者
の
有
り
様
に
触
発
さ
れ
て
、

創
作
者
は
孤
独
に
耐
え
、
志
を
持
続
さ
せ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
山
田
監
督
は
、
新
作
上
映
の
際
に

は
一
人
で
映
画
館
に
足
を
運
ぶ
と
い
う
。 

観
客
の
反
応
こ
そ
が
創
作
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
時

に
は
思
わ
ぬ
（
意
図
せ
ぬ
）
発
見
も
あ
る
と
か
。 

 
表
現
と
は
、
送
り
手
と
受
け
手
の
協
働
化

作
業
で
あ
り
、
そ
の
発
露
・
結
晶
な
の
か
も

し
れ
な
い
。 

寅
さ
ん
が
そ
う
だ
。
で
な
い
と
、
た
だ
出
来
事
や

世
相
を
切
り
取
っ
て
「
つ
ら
い
」
だ
け
、
生
き
る
喜

び
や
哀
感
に
ま
で
高
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ

う
。
こ
の
小
冊
子
の
発
刊
が
、
そ
し
て
「
と
よ
な
か

山
田
会
」
の
活
動
が
、
こ
う
し
た
一
翼
を
担
う
こ
と

に
役
立
つ
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。 

 

さ
て
。
次
回
以
降
の
連
載
に
向
け
て
、
山
田
監
督
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
記
し
て
お
く
。 

「
観
客
の
胸
の
中
に
熾
（
お
き
）
、
つ
ま
り
火
の
消
え
た
炭
が

あ
る
。
僕
た
ち
の
仕
事
は
、
そ
の
熾
に
も
う
一
回
火
を
つ
け
る
こ

と
。
温
か
い
も
の
が
し
ば
ら
く
、
う
ち
に
帰
る
ま
で
残
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
映
画
が
で
き
た
ら
い
い
な
っ
て
」
（
豊
中
市
先
行
上
映
会

『
キ
ネ
マ
の
神
様
』
に
て
、
２
０
２
１
年
７
月
９
日
朝
日
新
聞
夕

刊
よ
り
） 

 

僕
た
ち
の
中
に
あ
り
、
忘
れ
か
け
て
い
る
熾
。 

そ
れ
は
何
か
。
山
田
監
督
は
な
ぜ
、
笑
い
を
通
し
て
、
庶
民
の

暮
ら
し
を
通
し
て
、
時
代
劇
を
通
し
て
、
暖
か
い
も
の
を
送
り
続

け
て
い
る
の
か
。
感
動
を
分
か
ち
合
い
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
一
緒

に
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
そ

れ
が
、
あ
る
種
の
映
画
評
に

な
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
。 

 

『小さいおうち』のモデルとなった山田監督のご生家 
 

豊中市桜塚に現存する山田氏のご生家。1931 年生の氏が２歳まで住んでおられたから恐らく

20年代後半の建築だろう。当時は豊中町の時代で、市役所も岡町図書館もない。岡町駅と原 

田神社、そして能勢街道と伊丹街

道の交わる「町場」だった岡町の市

場があった。 

当時、阪急が開発していた豊中・岡

町・曽根一帯の分譲住宅群の一画

に、これだけ仰角の深い赤屋根の

モダン住宅を建てたお父上は、相 

当の豪傑だったと思われ、大工さ

んもよく引き受けたものと感心す

る。モデルハウスの一つだったかも

しれない。以後東京へ転居、そして 

父上が南満州鉄道にご勤務だったので満州へ。引き揚げとその後のご苦労は大変だった。 

築後９０年を越えたこの家に現在お住まいの方も、よほど丁寧に維持に気遣いながら住んでお

られるに違いない。（編集部） 

『キネマの神様』（2021） 筆者 田中逸郎さん 



と
よ
な
か
山
田
会
か
ら
「
会
報
に
文
章
を
書
い

て
ほ
し
い
」
と
い
う
連
絡
を
受
け
た
と
き
、「
山
田

作
品
は
フ
ラ
ン
ス
で
７
５
０
ペ
ー
ジ
の
本
を
出
版

し
て
し
ま
う
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
の
で
、
ど
ん
な
テ

ー
マ
を
取
り
上
げ
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
」
と
考
え

ま
し
た
。
こ
こ
で
、
会
代
表
に
「
何
か
取
り
上
げ
て

ほ
し
い
テ
ー
マ
が
あ
り
ま
す
か
」
と
伺
い
ま
し
た
。

山
田
監
督
の
主
人
公
で
あ
る
寅
さ
ん
が
フ
ラ
ン
ス

で
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
山
田
監
督
が
国

際
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
「
た
そ
が
れ
清
兵
衛
」

を
は
じ
め
と
す
る
３
本
の
時
代
劇
映
画
の
シ
リ
ー
ズ
が
き
っ
か

け
で
は
な
い
か
、
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。 

あ
れ
こ
れ
迷
っ
た
末
、
最
後
に
、
ご
要
望
に
申
し
訳
な
い
の
で

す
が
、
私
は
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
書
く
こ
と
に

し
ま
し
た
。 

 
こ
の
テ
ー
マ
は
、
山
田
監
督
に
と
っ
て
非
常
に
繊
細
な
テ
ー
マ

で
あ
る
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
作
品
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め

て
い
ま
す
。 

山
田
洋
次
は
１
９
３
１
年
９
月
１
３
日
、
大
阪
府
豊
中
市
で
産

声
を
あ
げ
ま
し
た
。
自
身
、
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
は
満
州
南
部
で
起
き
る
柳
条
湖
事
件
の
５
日
前
の
こ
と
で
し

た
。
こ
の
事
件
は
、
日
本
が
１
９
４
５
年
に
敗
北
し
て
終
わ
る
戦

争
へ
の
は
じ
ま
り
と
な
る
出
来
事
で
し
た
。 

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
百
万
人
も
の
人
々
と
同
様
、
人
生
が

そ
の
歴
史
的
な
出
来
事
に
よ
っ
て
大
き
く
影
響
さ
れ
た
の
だ
と

い
う
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
の
で
す
。
彼
の
場
合
、
そ
の
生
ま

れ
た
時
代
が
も
た
ら
し
た
の
は
デ
ラ
シ
ネ
（
根
無
し
草
）
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。 

つ
ま
り
、
出
身
地
あ
る
い
は
「
ふ
る
さ
と
」
の
欠
如
で
す
。「
ふ

る
さ
と
」
は
日
本
人
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
づ
く
る

要
素
と
言
え
ま
す
。
だ
れ
も

が
自
分
が
生
ま
れ
、
家
族
が

暮
ら
す
地
方
に
と
て
も
強
い

つ
な
が
り
を
感
じ
て
い
ま
す
。 

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
に
つ
い
て
の
著
作

の
中
で
、
ジ
ャ
ン
＝
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ル
ビ
ノ
は
「
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス

の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
先
祖
代
々
の
地
を
自
分
の
居
所
に
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
永
遠
に
ふ
さ
が
れ
る
こ
と
の
な
い
傷
、

強
い
苦
悩
と
な
る
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。 

 

ス
イ
カ
と
兵
隊
の
曖
昧
な
記
憶
は
あ
る
も
の
の
、
特
に
両
親
が

豊
中
出
身
で
は
な
い
た
め
、
豊
中
市
と
の
つ
な
が
り
も
弱
い
。
２

０
１
６
年
10
月
15
日
、「
奇
跡
的
に
原
型
を
と
ど
め
て
い
る
」
自

分
の
生
家
に
つ
い
て
、
「
家
族
の
原
型
が
確
か
に
そ
こ
に
あ
る
」

豊
中
市
名
誉
市
民
に
な
っ
た
、
と
そ
の
と
き
彼
は
言
い
ま
し
た
。 

し
か
し
、
そ
の
小
さ
な
町
と
の
つ
な
が
り
は
、
父
の
郷
で
あ
る
柳

川
と
の
つ
な
が
り
と
同
様
に
、
今
も
希
薄
な
ま
ま
で
す
。
満
州
へ

旅
立
つ
前
に
、
父
が
家
族
を
連
れ
て
九
州
へ
行
き
、
先
祖
の
墓
に

お
参
り
す
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
し
ょ
う
か
。 

し
か
し
、
こ
の
短
い
滞
在
は
、
作
者
が
同
時
代
の
多
く
の
人
々

クロード・ルブラン氏 

1964年パリ郊外生まれ。ジャーナリスト、作家、大学講師。ル・モンド・ディプロマティーク紙の日本

特派員として、1990～93 年まで横浜に滞在。帰国後、週刊誌クーリエ・アンテルナショナルで日本

関連の記事を担当し、2005 年編集長に就任。2011 年にジュヌ・アフリク誌編集長。2013 年全国

紙ロピニオンの創刊とともにアジア報道部長に就任。「Le Japon vu par Yamada Yoji（山田洋次が

見た日本）」の他に、「Le Japoscope」など著書多数。 

日本との距離が縮まったのは、高校生のときに始めた文通がきっかけ。文通相手に「遊びにおい

で」と誘われ、未知の国に飛び立った。何もかもが刺激的だった２ヶ月間に、20 歳のフランス人青

年の心をつかんだのは「寅さん」。スクリーンいっぱいに溢れる人々の喜怒哀楽と「等身大の日本

社会」を描いた作品が頭から離れなかった。この時に買った山田洋次監督のエッセイ本『映画館が

はねて』（講談社）は、今でもクロードさんの心のバイブルだ。 

 

  在パリ クロード・ルブラン（Ｃｌａｕｄｅ Ｌｅｂｌａｎｃ）  

山田洋次監督の「ふるさとの概念」について 
「本当の意味での故郷というのはないんです。今でも、帰る場所がある人はちょっとうらやましいですね」 

山田監督と 



と
同
じ
よ
う
に
「
ふ
る
さ
と
」
の
存
在
を
呼
び
起
こ
す
の
に
十
分

な
ほ
ど
強
力
な
結
び
つ
き
を
生
み
出
す
よ
う
な
性
質
の
も
の
で

あ
り
ま
せ
ん
。 

 

「
私
は
大
阪
で
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
幼
い
頃
に
一
家
で
満
州
に

移
住
し
ま
し
た
。
戦
後
は
山
口
県
で
青
春
時
代
を
過
ご
し
ま
し
た
。

中
国
に
い
た
と
き
も
、
日
本
に
帰
っ
て
き
た
と
き
も
、
場
所
を
変

え
な
が
ら
生
活
し
て
い
た
の
で
、
本
当
の
意
味
で
の
故
郷
と
い
う

の
は
な
い
ん
で
す
。
子
ど
も
の
頃
、
夏
休
み
を
祖
父
母
の
も
と
で

過
ご
せ
る
友
だ
ち
が
う
ら
や
ま
し
か
っ
た
。
今
で
も
、
帰
る
場
所

が
あ
る
人
は
ち
ょ
っ
と
う
ら
や
ま
し
い
で
す
ね
」
と
、
自
分
の
ル

ー
ツ
に
つ
い
て
聞
か
れ
る
と
、
よ
く
ま
と
め
て
い
ま
し
た
。
日
本

人
で
唯
一
、
日
本
全
国
で
映
画
を
撮
っ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

そ
の
落
ち
着
き
の
な
さ
は
、
理
想
の
“
ふ
る
さ
と
”
を
体
現
す

る
場
所
を
探
し
続
け
て
い
る
こ
と
に
通
じ
ま
す
。 

渥
美
清
が
見
事
に
演
じ
た
寅
さ
ん
で
一
躍
有
名
に
な
っ
た
『
男

は
つ
ら
い
よ
』
シ
リ
ー
ズ
は
、
そ
れ
を
奪
わ
れ
た
監
督
の
悔
し
さ

を
最
も
よ
く
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

「
全
国
行
脚
を
や
め
な
い
寅
さ
ん
で
も
、
い
ず
れ
は
生
ま
れ
故

郷
の
東
京
・
柴
又
に
帰
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
自
分
を
待
っ
て
い
る

人
が
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
」
と
言
い
ま
す
。 

例
え
ば
、『
男
は
つ
ら
い
よ 

純
情
篇
』（
１
９
７
１
年
）
の
冒
頭

で
寅
さ
ん
が
、
「
ど
う
せ
気
ま
ま
な
旅
鴉
渡
世
と
粋
が
っ
て
は
お

り
ま
す
も
の
の
、
わ
び
し
い
独
り
旅
の
夜
汽
車
の
中
の
う
た
た
寝

に
、
ふ
と
夢
に
見
る
の
は
故
郷
の
こ
と
、
お
笑
い
く
だ
さ
い
ま
し
、

四
十
に
手
の
と
ど
く
こ
の
寅
次
郎
は
行
き
ず
り
の
旅
の
女
の
面

影
に
、
故
郷
に
残
し
た
妹
を
思
い
出
し
て
は
涙
を
こ
ぼ
す
意
気
地

な
し
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
言
葉
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
セ
リ
フ
で
何
百
万

人
が
泣
い
た
で
し
ょ
う
。
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
山
田
監
督
の
哲
学
が
集
約

さ
れ
て
い
ま
す
。 

作
家
の
室
生
犀
星
が
「
ふ
る
さ
と

は
遠
き
に
あ
り
て
思
ふ
も
の
」
と
い

う
名
文
句
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
故

郷
と
の
結
び
つ
き
は
必
ず
し
も
喜
び

の
源
泉
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

「
あ
る
種
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
感
じ

ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
山
田
監

督
が
言
い
ま
す
。
私
が
好
き
な
山
田

作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
同
胞
』（
１

９
７
５
年
）
で
は
、
こ
の
強
く
特
別

な
絆
を
具
体
的
に
定
義
す
る
こ
と
に

成
功
し
ま
し
た
。 

「
こ
の
映
画
を
見
た
若
者
が
、
ふ
る
さ
と
に
暮
ら
す
父
や
母
、

兄
や
妹
た
ち
に
つ
い
て
、
深
い
想
い
を
抱
い
て
く
れ
れ
ば
と
願
う
。

そ
し
て
、
こ
の
映
画
を
観
た
大
人
は
失
わ
れ
た
青
春
に
強
い
懐
か

し
さ
と
あ
こ
が
れ
を
抱
い
て
く
れ
れ
ば
と
思
う
」
と
、
演
出
の
言

葉
で
記
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
岩
手
県
の
中
心
部
を
舞
台
に
、
地

元
の
青
年
団
が
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
野
心
的
な
音

楽
シ
ョ
ー
が
開
催
さ
れ
る
様
子
を
描
い
て
い
ま
す
。 

 

山
田
洋
次
が
い
か
に
執
拗
に
「
ふ
る
さ
と
」
を
定
義
し
よ
う
と

し
て
い
る
か
は
、
他
の
例
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。 ２

０
１
２
年
、
月
刊
誌
『
東
京
人
』
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
つ

い
に
柴
又
は
「
僕
に
と
っ
て
も
“
故
郷
”
で
す
」
と
言
い
切
り
ま

し
た
。
「
撮
影
で
足
し
げ
く
柴
又
に
通
っ
て
い
る
う
ち
、
い
つ
し

か
こ
こ
を
自
分
の
故
郷
み
た
い
に
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
」

と
。 し

か
し
、
心
の
底
で
は
ま
だ
そ
れ
を
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

何
度
も
豊
中
市
に
戻
り
、
２
０
２
０
年
に
は
大
阪
を
舞
台
に
し

た
テ
レ
ビ
版
『
贋
作 

男
は
つ
ら
い
よ
』
ま
で
作
っ
て
い
る
の
は
、

ま
だ
探
し
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

作
品
に
よ
っ
て
、
彼
は
そ
の
研
究
を
観
客
に
喜
ん
で
も
ら
う
こ
と

が
で
き
た
の
だ

か
ら
、
こ
れ
か
ら

も
、
こ
の
道
を
ず

っ
と
ず
っ
と
続

け
て
い
っ
て
ほ

し
い
と
思
う
の

で
す
。 

クロード・ルブロンさん 



教
育
文
化
都
市
・豊
中 

豊
中
市
は
、
昭
和
11
年
の
市
政
施
行

以
来
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
に
教
育
文

化
都
市
を
位
置
づ
け
、
学
校
教
育
の
充

実
や
地
域
主
体
の
生
涯
学
習
の
充
実
に

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
結

果
、
多
く
の
優
秀
な
人
材
を
輩
出
し
、
都

市
の
魅
力
と
し
て
輝
い
て
き
ま
し
た
。 

一
方
、
鉄
道
・
道
路
・
空
港
な
ど
交
通

の
利
便
性
の
良
さ
も
住
ん
で
み
た
い

街
・
住
み
続
け
た
い
街
と
し
て
さ
ま
ざ

ま
な
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。 

平
成
１８
年
の
私
の
一
期
目
の
施
政
方

針
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
以
後
の
赤
字

体
質
の
改
善
と
財
政
再
建
を
果
た
す
こ
と
を
め
ざ
し
ま
し
た
。 

 

二
氏
に
名
誉
市
民
の
称
号
を
贈
る 

二
期
目
・
三
期
目
の
豊
中
市
政
の
特
徴
は
、 

⑴
豊
中
商
工
会
議
所
と
共
に
大
阪
国
際
空
港
を
生
か
し
た
ま
ち

づ
く
り
（
空
港
所
在
地
と
の
都
市
間
交
流
） 

⑵
地
域
社
会
や
日
常
生
活
に
お
け
る
安
心
安
全
な
ま
ち
づ
く
り 

（
救
命
力
世
界
一
宣
言
、
自
主
防
災
組
織
の
拡
充
と
防
災
訓
練
の

実
施
） 

⑶
大
阪
大
学
や
大
阪
音
楽
大
学
、
日
本
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
交
響
楽
団

と
の
共
同
事
業
の
実
施
（
音
楽
あ
ふ
れ
る
ま
ち
豊
中
） 

⑷
文
化
活
動
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
充
実
と
発
展 

（
高
校
野
球
発
祥
の
地
関
連
事
業
、
文
化
芸
術
連
盟
と
の
共
同
事
業
） 

さ
ら
に
、
人
口
減
少
期
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
都
市
の
魅
力
を

発
信
す
る
た
め
、
豊
中
市
の
恵
ま
れ
た
人
材
に
焦
点
を
あ
て
、
情

報
発
信
に
力
点
を
置
く
こ
と
と
な
り
、 

市
政
施
行
75
周
年
記
念
と
し
て 

南
部
陽
一
郎
氏 

市
制
施
行
80
周
年
記
念
と
し
て 

山
田
洋
次
氏 

に
名
誉
市
民
の
称
号
を
贈
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。 

山
田
監
督
に
つ
い
て
は
、
昭
和
６
年
に
大
き
な
三
角
形
の
屋
根

の
あ
る
生
家
（
中
桜
塚
）
で
誕
生
さ
れ
、
二
歳
ま
で
生
活
さ
れ
て

お
り
、
改
め
て
成
果
を
訪
問
さ
れ
た
と
き
に
、
家
の
間
取
り
や
生

活
の
一
部
に
つ
い
て
語
ら
れ
、
私
な
ど
は
五
歳
の
と
き
の
記
憶
が

お
ぼ
ろ
げ
で
あ
り
、
監
督
の
記
憶
力
の
凄
さ
と
感
性
に
驚
か
さ
れ

ま
し
た
。 

「
と
よ
な
か
山
田
会
」
の
皆
さ
ん
の
お
力
添
え
を
頂
き
、
映
画

と
文
化
を
考
え
る
集
い
を
行
な
い
、
『
家
族
は
つ
ら
い
よ 

妻
よ

薔
薇
の
よ
う
に
』
を
全
国
公
開
に
先
駆
け
て
上
映
し
、
多
く
の
市

民
の
皆
さ
ん
に
楽
し
ん
で
頂
き
ま
し
た
。 

 

山
田
監
督
の
思
い
出 

私
か
ら
は
、
平
成
28
年
の
新
春
市
長
対
談
を
お
願
い
し
、
映
画

「
男
は
つ
ら
い
よ
」
の
場
面
に
出
て
く
る
葛

飾
柴
又
の
「
柴
又
帝
釈
天
」
の
一
室
を
お
借

り
し
て
対
談
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

約
２
時
間
に
わ
た
っ
て
、
映
画
づ
く
り
の

構
想
か
ら
展
開
な
ど
当
時
の
映
写
機
を
通
し

た
制
作
を
お
伺
い
し
、
配
役
陣
の
個
性
や
良

さ
を
感
じ
さ
せ
る
脚
本
に
つ
い
て
も
聞
か
せ

て
頂
き
ま
し
た
。 

ま
た
家
族
を
題
材
と
し
た
映
画
づ
く
り
に

つ
い
て
は
、
人
と
人
と
の
ぬ
く
も
り
の
あ
る

関
係
や
、
家
族
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
な
ど
日
常

生
活
を
通
し
て
、
愛
や
人
情
の
機
微
を
カ
メ

ラ
で
追
い
な
が
ら
撮
影
さ
れ
た
こ
と
。
ま
た

現
代
の
映
画
製
作
と
の
違
い
に
つ
い
て
も
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。 

一
方
で
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
ば
や
肉
を
好
ん
で

食
べ
ら
れ
、
健
康
面
で
の
配
慮
や
、
秘
書
の
方
の
肩
に
手
を
添
え

て
歩
か
れ
る
な
ど
、
矍
鑠
と
し
た
姿
勢
の
中
に
も
、
安
全
面
に
気

を
つ
け
て
お
ら
れ
る
ご
様
子
を
拝
見
し
ま
し
た
。 

昭
和
44
年
の
「
男
は
つ
ら
い
よ
」
が
大
ヒ
ッ
ト
作
と
な
り
、
全

48
作
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
日
本
映
画

の
代
表
作
と
な
り
ま
し
た
。 

私
の
教
員
生
活
の
ス
タ
ー
ト
も
昭
和
44
年
で
あ
り
、
教
職
員

の
親
睦
旅
行
や
、
所
属
し
て
い
た
体
育
指
導
委
員
の
バ
ス
旅
行
で

は
、
毎
回
「
男
は
つ
ら
い
よ
」
の
ビ
デ
オ
鑑
賞
し
て
い
た
こ
と
が
、

楽
し
い
想
い
出
と
し
て
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。 

観
賞
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
配
役
陣
の
演
技
力
や
笑
い
と
涙
、

ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
映
画
と
し
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、
私
達
世
代

の
多
く
の
も
の
が
、
心
温
ま
る
映
画
と
し
て
深
く
感
動
し
、
大
ヒ

ッ
ト
し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

山田洋次監督と豊中市政 

前・豊中市市長 淺利敬一郎 

「広報とよなか」 新春市長対談より（2016.1） 



私
が
初
め
て
柴
又
を
訪

れ
た
の
は
、
五
十
年
ほ
ど

前
の
七
月
。 

な
ぜ
そ
ん
な
昔
の
こ
と
を

覚
え
て
い
る
か
と
い
う
と
、
交

際
を
始
め
た
ば
か
り
の
ひ
と

に
誘
わ
れ
、
江
戸
川
の
花
火
大

会
を
見
に
来
た
日
だ
か
ら
で

す
。 

 

ま
さ
か
、
そ
の
後
こ
の
ま
ち

に
ず
っ
と
住
み
続
け
る
こ
と

に
な
る
と
は
思
い
も
よ

ら
ず
、
三
三
五
五

人
々
の
行
き
交

う
中
、
帝
釈

天

の

参

道

を
そ
ぞ
ろ

歩
き
、
江
戸

川
の
土
手
に
登
り
、
今
思
え
ば
、
そ
れ
は
そ
れ

は
の
ど
か
な
花
火
大
会
を
楽
し
み
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
、「
葛
飾
柴
又
」
が
映
画
の
中
の
架

空
の
街
で
は
な
く
、
本
当
に
実
在
す
る
場
所
だ

っ
た
こ
と
を
実
感
す
る
日
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

数
年
後
、
住
み
は
じ
め
て
み
る
と 

義
父
は
、
雨
の
日
も
風
の
日
も
、
毎
日
江
戸

川
土
手
を
散
歩
し
、
ロ
ケ
現
場
に
よ
く
出
合
う
ら

し
く
て
、「
今
日
は
柴
又
駅
で
寅
さ
ん
に
会
っ
た
」

と
か
、
「
帝
釈
天
で
さ
く
ら
さ
ん
に
会
い
ま
し
た
」
と

か
、
日
常
に
「
男
は
つ
ら
い
よ
」
の
あ
る
日
々
が
続
く
の
で

し
た
。 

こ
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
、
帝
釈
天
の
参
道
は
、
車
が
入
ら
な
い

絶
好
の
散
歩
道
に
な
り
、
お
団
子
屋
さ
ん
の
店
先
は
ち
ょ
う
ど
よ

い
お
休
み
処
で
し
た
。 

 

あ
る
花
火
大
会
の
日
は
、
花
火
終
了
後
、
突
然
の
土
砂

降
り
に
襲
わ
れ
て 

参
道
に
あ
る
民
芸
品
店
「
志
野
木
」
さ
ん
の
軒
先
に
駆
け
込
み
、

雨
宿
り
を
し
て
い
る
と
、
ご
店
主
が
こ
ど
も
た
ち
に
バ
ナ
ナ
を
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
後
も
よ
く
し
て
頂

き
、
そ
れ
は
も
う
楽
し
い
想
い
出

と
な
り
ま
し
た
。 

 

も
う
亡
く
な
ら
れ
た
そ

の
方
は
、「
男
は
つ
ら
い

よ
」
の
何
作
目
か
の
マ

ド
ン
ナ
の
モ
デ
ル
と

漏
れ
聞
き
、
現
実
と

映
画
の
中
を
ち
ょ

っ
と
往
き
来
し

た
気
分
に
な
っ

た
り
し
ま
し
た
。 

二
十
年
ほ
ど

前
、
使
い
古
さ
れ

た
風
情
の
あ
っ
た

駅
舎
の
ベ
ン
チ
が
ひ

と
晩
で
新
し
く
な
り
、

愕
然
と
し
た
日
か
ら
、

徐
々
に
古
い
建
物
が
シ
ャ

レ
た
も
の
に
変
わ
り
は
じ
め

ま
し
た
。 

 

恋
す
る
乙
女
で
、
ヨ
ソ
も
の
だ
っ
た
私
は 

昔
を
懐
か
し
み
な
が
ら
、
今
で
は
、
ご
町
内
で
は
か
な
り
の
古

株
と
な
り
、
ま
た
葛
飾
区
内
な
ら
ど
こ
ま
で
も
自
転
車
で
駆
け
抜

け
る
、
柴
又
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
謳
歌
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
文
章
、
思
い
が
け
ず
、
四
十
歳
に
な
っ
た
子
供
た
ち
の
幼

か
っ
た
頃
を
想
い
出
す
き
っ
か
け
と
な
り
、
私
が
ど
ん
な
に
し
あ

わ
せ
な
人
生
を
、
こ
の
柴
又
と
い
う
街
で
生
き
て
き
た
の
か
を
想

い
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「わたしの柴又」 

恋する乙女だった私。今では柴又の 

おばあちゃんを謳歌しています。 

熊野裕子 

現代の下町を舞台に変わりゆく令和の時代。

変わらない母の愛を描く親子の感動の物語。 

永野芽郁が演じるのは、下町で生きる多感な

学生、神崎舞。おばあちゃん福江（吉永小百

合）、父昭夫（大泉洋）と寄りそい、ぶつかり

合いながら自らの将来を考え、深めていく。 

映画『こんにちは、母さん』 
９月１日より全国公開 

柴又風景 



藤
沢
周
平
の
時
代
小
説
を
原
作
に
し
た
山
田
監
督
の
時
代
劇

三
部
作
は
、
い
ず
れ
も
雪
深
い
東
北
の
小
藩
で
つ
つ
ま
し
く
生
き

る
下
級
武
士
た
ち
の
死
と
愛
を
描
い
た
物
語
で
す
。 

中
で
も
「
武
士
の
一
分
」
は
主
役
木
村
拓
哉
・
檀
れ
い
・
笹
野

高
史
の
名
優
三
名
に
よ
っ
て
、
ま
こ
と
に
丁
寧
に
描
か
れ
る
「
優

し
い
愛
妻
物
語
で
あ
り
、
白
刃
閃
く
復
讐
譚
で
も
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
映
画
を
通
し
て
、
ぼ
く
た
ち
は
江
戸
時
代
の
地
方
の
藩
で
静

か
に
生
き
て
い
た
先
祖
た
ち
の
姿
を
、
敬
意
を
籠
め
て
描
き
た
い

と
思
い
ま
す
」
と
山
田
監
督
が
語
る
感
動
の
大
作
で
す
。 

三
十
石
と
い
う
軽
輩
な
が
ら
剣
の
達
人
、
三
村
新
之
丞
は
日
頃

藩
主
の
毒
味
役
を
務
め
て
い
ま
す
が
、
突
然
、
貝
毒
に
当
た
っ
て

失
明
。
責
任
者
の
樋
口
作
之
助
（
小
林
稔
侍
）
は
切
腹
を
命
ぜ
ら

れ
ま
す
が
、
新
之
丞
の
親
族
会
議
で
、
妻
の
加
世

は
上
役
の
番
頭
島
田
藤
也
に
と
り
な
し
て
も
ら

う
よ
う
命
じ
ら
れ
、
結
果
、
彼
の
家
禄
は
そ
の
ま

ま
で
養
生
を
命
ぜ
ら
れ
ま
す
。 

し
か
し
そ
れ
は
藩
主
の
恩
情
に
よ
る
も
の
で

し
た
。
島
田
は
と
り
な
し
な
ど
す
る
男
で
は
な
い

に
も
拘
わ
ら
ず
、
家
禄
を
餌
に
加
世
を
騙
し
て
弄

ん
だ
の
で
す
。
加
世
の
告
白
に
よ
っ
て
こ
れ
を
知

っ
た
新
之
丞
は
激
怒
し
、
深
夜
、
帰
る
家
の
な
い

孤
児
の
彼
女
を
無
情
に
離
縁
放
逐
し
ま
す
。 

以
来
、
新
之
丞
は
「
下
級
の
武
士
で
も
、
ま
た

盲
目
と
な
っ
た
憐
れ
ま
れ
る
立
場
の
も
の
に
も
、

武
士
の
一
分
あ
り
」
と
、
新
陰
流
免
許

を
持
つ
島
田
に
生
死
を
越
え
て
挑
戦
し

ま
す
。
修
練
で
は
ぶ
ざ
ま
な
打
ち
損
じ

や
覚
束
な
い
身
ご
な
し
を
繰
り
返
し
な

が
ら
、「
必
死
、
ス
ナ
ワ
チ
生
ク
ル
ナ
リ
」

と
い
う
剣
の
極
意
を
極
め
て
い
き
ま

す
。 島

田
と
の
決
闘
の
場
。
島
田
は
緒
戦
で
た
だ
な
ら
ぬ

技
を
揮
う
新
之
丞
に
「
お
ぬ
し
、
盲
目
で
は
な
い
の
か
」
と
舐
め

て
い
た
相
手
の
技
に
驚
き
、
突
如
と
し
て
気
配
を
絶
ち
ま
す
。
地

上
か
ら
馬
柵
上
に
逃
げ
移
り
、
中
空
か
ら
飛
び
降
り
て
斬
る
奇
策

を
と
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
で
原
作
者
藤
沢
周
平
は
書
き
ま
す
。 

「
だ
が
島
村
は
逃
げ
出
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
や
は
り
近
く

に
い
た
。
息
苦
し
い
ほ
ど
濃
密
な
殺
気
が
、
新
之
丞
を
包
ん
で
い

る
。
新
之
丞
は
じ
っ
と
り
と
冷
や
汗
を
か
い
た
。 

―
―

こ
の
勝
負
負
け
た
か
。
だ
が
狼
狽
は
す
ぐ
に
静
ま
っ
た
。

勝
つ
こ
と
が
す
べ
て
で
は
な
か
っ
た
。
武
士
の
一
分
が
立
て
ば
そ

れ
で
よ
い
。
敵
は
い
ず
れ
仕
掛
け
て
来
る

だ
ろ
う
。
生
死
は
問
わ
ず
、
そ
の
と
き
が
勝

負
だ
っ
た
。 

新
之
丞
は
暗
黒
の
中
に
ゆ
っ
た
り
と
身

を
沈
め
た
。
心
を
勝
負
か
ら
遠
ざ
け
、
生
死

か
ら
離
し
た
。
一
度
は
死
の
う
と
し
た
身

だ
と
思
っ
た
と
き
、
死
も
静
か
に
心
を
離

れ
て
い
っ
た
。
新
之
丞
は
暗
黒
と
一
体
と

な
っ
た
。
凝
然
と
佇
（
た
）
ち
つ
づ
け
た
。 

そ
の
重
い
も
の
は
虚
空
か
ら
降
っ
て
来

た
。
さ
な
が
ら
天
が
落
ち
か
か
っ
て
来
た

か
の
よ
う
だ
っ
た
。
新
之
丞
は
一
歩
し
り

ぞ
き
な
が
ら
、
無
意
識
に
虚
空
を
斬
っ
て

い
た
。
左
腕
に
か
す
か
な
痛
み
を
感
じ
る
と
同
時

に
、
新
之
丞
は
島
村
の
絶
叫
を
聞
い
た
。
重
い
も

の
が
地
に
投
げ
出
さ
れ
た
音
が
つ
づ
い
た
。」 

映
画
で
は
原
作
と
異
な
り
、
島
田
は
上
膊
を
斬

ら
れ
た
ま
ま
家
に
帰
り
つ
き
、
盲
目
の
新
之
丞
に

斬
ら
れ
た
と
、
恥
じ
て
そ
の
名
は
告
げ
得
ぬ
ま
ま
、

こ
れ
も
武
士
の
一
分
と
し
て
自
裁
し
ま
す
。 

何
ご
と
も
終
わ
っ
た
あ
と
の
荒
涼
と
し
た
三

村
家
。
「
可
哀
想
な
加
世
」
と
新
之
丞
の
内
部
で
離
縁
し
た
妻
へ

の
想
い
が
募
り
ま
す
。
や
が
て
中
間
の
徳
平
の
配
慮
で
下
女
と
し

て
雇
わ
れ
て
き
た
加
世
。
そ
れ
が
妻
だ
と
気
づ
い
た
新
之
丞
は
彼

女
の
手
を
取
り
、
「
よ
う
帰
っ
て
き
て
く
れ
た
の
」
と
切
な
く
言

葉
を
か
け
ま
す
。 

自
分
の
た
め
に
犠
牲
と
な
っ
た
彼
女
の
仇
を
打
ち
、
ま
た
死
と

向
き
合
っ
て
無
明
剣
を
揮
い
、
武
士
の
一
分
を
立
て
た
新
之
丞
は
、

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
を
は
っ
き
り
と
乗
り
越
え
る
の
で
す
。

変
わ
ら
ぬ
無
明
の
世
界
な
が
ら
、
新
し
い
愛
と
誇
り
の
、
つ
つ
ま

し
い
暮
ら
し
が
改
め
て
始
ま
る
の
で
し
た
。
「
徳
平
、
鳥
籠
を
買

お
う
か
の
」
と
い
う
何
気
な
い
言
葉
が
と
て
も
象
徴
的
で
し
た
。 

…
…
過
去
の
自
分
を
乗
り
越
え
得
た
男
の 

静
か
な
愛
の
物
語 

■しばらくお休みを頂いていた、「とよなか

山田会ニュースレター」第６号をお届けし

ます。 

■本紙は、文化・芸術を愛するみなさんの

ゲンキなご発言の場です。特に豊中市名誉

市民・映画監督山田洋次氏への感謝・激励・

辛口批評など大歓迎。気軽でエンリョのな

いご投稿をお待ちしています。 

………………………………………………… 

編集部 〒561‐0865 豊中市旭丘１‐４‐３０３ 

℡ ０６-６８４３-６７００ 

西井弘和 

Mail h-nishi77-100@ab.auone-net.jp 

『武士の一分』（2006） 


	山田洋次に送るエール-11の表紙（A4）（3.22） 1
	山田洋次に送るエール-11（3.22） (22)

