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２
０
２
３
年
9
月
1
日
の
ロ
ー
ド
シ
ョ
ー
公
開
に
先

駆
け
て
、
8
月
24
日
、
豊
中
文
化
芸
術
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
「
こ
ん
に
ち
は
、
母
さ
ん
」
の
先
行
上
映
会
が
開

催
さ
れ
ま
す
。

　

前
作
の
「
キ
ネ
マ
の
神
様
」
か
ら
引
き
続
い
て
の
先

行
上
映
会
で
す
。

　

今
回
は
、
名
女
優
吉
永
小
百
合
さ
ん
と
昨
年
の
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿
の
13
人
」
源
頼
朝
役
で
好

演
さ
れ
た
大
泉
洋
さ
ん
で
す
。

　

山
田
監
督
作
品
の
「
お
と
う
と
」
で
、
姉
役
の
吉
永

小
百
合
さ
ん
と
弟
役
の
笑
福
亭
鶴
瓶
さ
ん
の
兄
弟
愛

が
、
今
回
は
母
子
の
深
い
愛
情
と
絆
を
思
い
起
こ
さ
せ

る
名
作
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

楽
し
み
で
す
ね
。
前
回
の
先
行
上
映
会
に
引
き
続
き

山
田
洋
次
監
督
が
映
画
の
上
映
後
に
舞
台
挨
拶
を
さ
れ

る
予
定
で
す
。
皆
様
の
ご
参
加
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。　
　

 

と
よ
な
か
山
田
会　

代
表　

武
市　

進

山田洋次×吉永小百合×大泉洋が贈る「母と息子」の新たな出発の物語。

STORY
大会社の人事部長として日々神経をすり減らし、家では妻との離婚問題、
大学生になった娘・舞（永野芽郁）との関係に頭を悩ませる神崎昭夫（大
泉洋）は、久しぶりに母・福江（吉永小百合）が暮らす東京下町の実家を訪
れる。しかし、迎えてくれた母の様子が、どうもおかしい……。
割烹着を着ていたはずの母親が、艶やかなファッションに身を包み、イキ
イキと生活している。おまけに恋愛までしているようだ！
久々の実家にも自分の居場所がなく、戸惑う昭夫だったが、お節介がすぎ
るほどに温かい下町の住民や、これまでとは違う“ 母” と新たに出会い、次
第に見失っていたことに気づかされてゆく。（松竹ホームページより）

2023年8月24日
12：30〜
豊中市

文化芸術センター

豊中市
 © 2023「こんにちは、母さん」製作委員会　◆９月１日（金）全国公開 

 山田洋次監督最新作

「こんにちは、母さん」

配給：松竹
公開劇場：大阪 ステーションシティシネマ 、なんば パークスシネマ ほか
■監督 山田洋次　■脚本 山田洋次、朝原雄三　■原作 永井愛
■出演 吉永小百合、大泉洋、永野芽郁ほか　■上映時間 :110 分

Ⓒ 2023「こんにちは、母さん」製作委員会
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　いつも、とよなか山田会の皆様には、本市名誉市民である山田洋次監督の顕彰
に多大なご貢献をいただき、心から御礼を申しあげます。
　平成 26 年に発足して以来、山田洋次監督作品の上映会や勉強会の開催など、様々
な取組みを実施いただいております。皆様の熱心な活動に対しまして、厚く敬意
を表する次第です。
　本市では、平成 28 年の市制施行 80 周年記念式典において、山田洋次監督に名
誉市民の称号を贈呈しました。
　そして、令和元年に「家族はつらいよ」の舞台を豊中市民デーとして大阪松竹
座で実施しました。また同年に「男はつらいよ　お帰り 寅さん」、令和３年に「キ
ネマの神様」先行上映会を実施するなど、山田監督の作品を楽しんでいただきま
した。
　山田洋次監督とは２年前、豊中市制施行 85 周年を記念し、文化芸術センターで
対談させていただきました。監督の中に、豊中の記憶が今も根付いていることを
感じ、また、かつて監督から豊中市へ「寅さんの故郷は柴又　私の故郷は豊中です」
というメッセージをいただいたことがとても嬉しかった思い出となっています。

　対談では、新型コロナウイルスの
影響による社会の変化についても話
題にあがりました。そのなかで、人
と人とのコミュニケーションがあっ
てこそ、本当のまちであるという監
督の思いに同調するとともに、その
ような思いが作品にも反映されてい
ると感じました。

　例えば、監督の代表作の一つで国民的人気を博した「男はつらいよ」。
　作品では、さくら、おいちゃん、おばちゃん、タコ社長をはじめとする柴又の
人達の温かさを感じることができます。喧嘩をしても、離れていても、そこには絆、
繋がりがあります。柴又の人達は寅さんの帰りを待っている。笑いだけでなく、涙、
そして人情を感じることができる、私も大好きな監督作品の一つです。監督の作
品は、どれも人と人とのつながりが丁寧に描かれているのも特徴だと思います。
　約３年にわたり続いたコロナ禍の影響により、人と人とのつながりは、希薄化
してしまっていると感じます。家族や地域よりも個を重視する価値観への変化も
あると思いますが。
　しかし昨年は、豊中まつりが３年ぶりに現地開催されるなど、私も多くの地域
の行事に参加しました。来場者や運営スタッフの方の笑顔に触れ、お話をするな
かで、逆境を力に変え、コロナに負けず地域を盛り上げたいという熱い思いに心
を打たれました。
　今後も、社会の変化に柔軟に対応するとともに、山田洋次監督の作品のような
人と人のつながりを大切に、更に活気に満ちた豊中市になるよう取組みを進めて
いきます。

　

２
０
２
３
年
9
月
1
日
の
ロ
ー
ド
シ
ョ
ー
公
開
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先

駆
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て
、
8
月
24
日
、
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中
文
化
芸
術
セ
ン
タ
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に
お

い
て
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こ
ん
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は
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母
さ
ん
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の
先
行
上
映
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が
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催
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ま
す
。
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。
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Ｎ
Ｈ
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。
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し
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。
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の
先
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が
映
画
の
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映
後
に
舞
台
挨
拶
を
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予
定
で
す
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の
ご
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を
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よ
り
お
待
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し
て
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ま
す
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と
よ
な
か
山
田
会　

代
表　

武
市　

進

先行上映会に寄せて

山田洋次監督の作品のような
人と人のつながりを大切に

 豊中市長　長 内 繁 樹

豊中市
山田監督

舞台挨拶決定！

 © 2023「こんにちは、母さん」製作委員会　◆９月１日（金）全国公開 

 山田洋次監督最新作

「こんにちは、母さん」

★チケット申し込み
　①文化芸術センターチケット
　　オフィスの窓口で直接申し込む
　②電話（06-6864-3901）で
　　申し込む

★チケット申し込み受付日時
　7月12日（水曜）10 時～

★チケット代金／1200 円

詳細は、とよなか山田会ホームペー
ジをご覧ください。

Ⓒ 2023「こんにちは、母さん」製作委員会
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山
田
洋
次
監
督
の
映
画
を
観
る
②
　
寅
さ
ん
と
私
た
ち

田
中
逸
郎

　

い
さ
さ
か
場
違
い
な
見
出
し
を
掲
げ
た
が
、
映
画
評
第
2
回

目
は
、
50
年
に
わ
た
る
映
画
シ
リ
ー
ズ
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
を

取
り
上
げ
る
。
テ
キ
屋
稼
業
に
明
け
暮
れ
る
主
人
公
・
車
寅
次

郎
、
通
称
「
寅
さ
ん
」
の
毎
度
お
な
じ
み
の
恋
騒
動
物
語
は
、

日
本
中
を
笑
い
と
ペ
ー
ソ
ス
で
包
み
、
国
民
的
人
気
を
誇
っ
た
。

今
も
テ
レ
ビ
東
京
で
何
度
も
再
放
送
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
都
度

チ
ャ
ン
ネ
ル
を
合
わ
せ
て
観
入
っ
て

し
ま
う
。
ど
の
作
品
も（
例
に
よ
っ
て
）

抱
腹
絶
倒
の
ド
タ
バ
タ
騒
動
が
展
開

さ
れ
る
の
だ
が
、
恋
の
行
方
と
着
地

は
同
じ
。
や
っ
ぱ
り
寅
さ
ん
は
失
恋

し
、
旅
立
つ
。

　

こ
れ
だ
け
同
じ
パ
タ
ー
ン
が
繰
り

返
し
展
開
さ
れ
る
映
画
シ
リ
ー
ズ
は

他
に
は
な
い
。
で
も
何
故
だ
か
、
飽

き
ず
に
観
て
し
ま
う
。
あ
ん
な
お
じ

さ
ん
が
身
内
に
い
た
ら
困
る
よ
う
な

あ
、
と
笑
い
と
た
め
息
を
な
い
ま
ぜ

に
し
な
が
ら
。
そ
う
、い
つ
の
間
に
か
、

寅
さ
ん
が
私
た
ち
の
記
憶
に
刷
り
込

ま
れ
、
息
づ
い
て
い
る
。
何
故
だ
ろ

う
か
、
と
い
う
の
が
今
回
の
テ
ー
マ
。

「
寅
さ
ん 

つ
ら
い
よ
な
あ
」

　

寅
さ
ん
は
成
長
し
な
い
。
い
く
ら
恋
を
重
ね
て
も
、
旅
し
て

も
。
そ
の
都
度
決
心
し
て
新
た
な
人
生
を
め
ざ
す
の
だ
が
続
か

な
い
。
い
つ
だ
っ
て
寅
さ
ん
に
寄
り
添
う
さ
く
ら
の
愛
が
あ
っ

て
も
、
さ
く
ら
の
夫
の
博
に
「
兄
さ
ん
、
堅
気
に
な
っ
て
働
き
、

結
婚
す
る
こ
と
が
み
ん
な
へ
の
恩
返
し
」
と
諭
さ
れ
て
も
や
っ

ぱ
り
無
理
。「
渡
世
人
の
つ
れ
ぇ
と
こ
ろ
よ
」

と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
元
の
木
阿
弥
、
生
き
直

す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
寅
さ
ん
の
恋
騒
動
に
巻

き
込
ま
れ
た
周
り
の
人
た
ち
は
、
笑
っ
た
り

あ
た
ふ
た
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
う
ち
に
、
不
意
に
気
づ
か
さ
れ

る
。
破
天
荒
な
寅
さ
ん
の
言
動
の
中
に
あ
る
、
滑
稽
な
ま
で
の

一
途
の
想
い
と
相
手
へ
の
深
い
思
い
や
り
に
。
か
く
し
て
、「
寅

さ
ん 

つ
ら
い
よ
な
あ
」
と
た
め
息
が
出
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め

息
は
、
そ
れ
で
も
生
き
て
い
く
し
か
な
い
人
の
哀
し
み
や
愛
お

し
さ
へ
の
共
感
や
エ
ー
ル
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
寅
さ
ん
は
私
た
ち
の
中
に
息
づ
き
は
じ
め
る
の
で

は
な
い
か
。

「
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
な
、風
に
向
か
っ
て
俺
の
名
を
呼
べ
。

お
じ
さ
ん
、ど
っ
か
ら
で
も
飛
ん
で
き
て
や
る
か
ら
」（
寅
さ
ん
）

　

そ
の
典
型
が
、
甥
の
満
男
で
あ
る
。
寅
さ
ん
の
騒
動

を
五
感
に
浴
び
な
が
ら
育
っ
た
満
男
は
思
春
期
を
迎
え
、

家
出
を
し
た
り
、
バ
イ
ク
で
初
恋
相
手
の
親
や
家
へ
押

し
か
け
る
。
親
へ
の
反
抗
や
恋
は
（
あ
と
で
振
り
返
る

と
顔
か
ら
火
が
出
る
く
ら
い
滑
稽
で
危
う
い
も
の
だ

が
）、
そ
の
時
は
真
剣
そ
の
も
の
、
後
に
引
け
な
い
と
ば

か
り
に
蛮
勇
を
ふ
る
っ
て
自
分
を
押
し
出
し
て
し
ま
う
。

そ
の
結
果
騒
動
が
起
こ
る
。
満
男
は
そ
の
さ
な
か
（
毎

回
そ
う
な
の
だ
が
）、
旅
先
の
寅
さ
ん
と
出
会
う
。
か
く

し
て
騒
動
は
ま
す
ま
す
複
雑
に
広
が
っ
て
い
く
の
だ
が
、

二
人
は
す
れ
違
い
や
ケ
ン
カ
を
重
ね
な
が
ら
も
互
い
の

困
難
や
つ
ら
さ
を
受
け
止
め
、
共
有
し
合
う
。
そ
し
て

満
男
は
、
前
を
向
い
て
生
き
て
い
く
勇
気
を
獲
得
し
て

い
く
。
満
男
に
と
っ
て
は
、
大
人
に
な
っ
て
い
く
た
め

の
通
過
儀
礼
の
よ
う
な
出
来
事
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
寅

さ
ん
に
と
っ
て
は
失
恋
を
癒
し
、
旅
を
続
け
る
エ
ネ
ル

「
私
は
生
き
直
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

し
か
し
私
ら
は
生
き
直
す
こ
と
が
で
き
る
。」

　

    （
大
江
健
三
郎 

最
後
の
作
品
『
晩
年
様
式
集
（
イ
ン
・
レ
イ
ト
・
ス
タ
イ
ル
）』
よ
り
）

田
中
逸
郎
さ
ん

●
元
・
豊
中
市
副
市
長　

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
政
策
研
究
所
理
事

逸郎の映画三昧

第 50 作「男はつらいよ　お帰り 寅さん」©2019 松竹株式会社
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ギ
ー
と
な
っ
て
い
く
と
い

う
関
係
に
あ
る
。

　

伯
父
と
甥
の
関
係
、
こ

れ
は
レ
ビ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー

ス
の
「
親
族
の
基
本
構
造
」

が
解
き
明
か
し
た
通
り
、

あ
る
種
独
特
な
親
密
関
係

を
構
築
す
る
の
だ
ろ
う
。

満
男
が
反
抗
期
を
迎
え
、

父
の
博
と
対
立
が
深
ま
る

と
、
母
方
の
伯
父
で
あ
る

寅
さ
ん
と
は
親
し
い
関
係

に
な
る
。
親
父
の
言
う
こ

と
に
は
反
発
す
る
が
、
反
発
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
伯
父
の
言
葉

に
は
耳
を
傾
け
る
と
い
う
関
係
が
生
ま
れ
る
（
満
男
が
、
旅
立

つ
寅
さ
ん
を
駅
ま
で
送
る
シ
ー
ン
で
相
談
す
る
様
子
が
何
作
も

描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
）。

　

い
つ
し
か
二
人
は
（
と
り
わ
け
満
男
は
）、
寅
さ
ん
の
言
葉
ど

お
り
、
深
い
き
ず
な
で
結
ば
れ
て
い
く
。
互
い
の
存
在
、
そ
れ

自
体
が
生
き
て
い
く
た
め
の
糧
と
な
り
、
指
針
と
な
っ
て
い
き
、

前
へ
進
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
晩
年
の
寅
さ
ん
シ
リ
ー

ズ
が
、
そ
の
後
の
満
男
の
人
生
の
歩
み
を
軸
に
し
た
作
品
と

な
っ
て
い
く
こ
と
が
、
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
。

私
は
生
き
直
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
私
ら
は
生
き
直
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

冒
頭
の
見
出
し
に
戻
ろ
う
。
何
故
、
こ
の
大
江
健
三
郎
の
小

説
の
一
節
を
掲
げ
た
の
か
。

　

象
徴
的
に
言
う
と
、
満
男
は
寅
さ
ん
の
な
か
へ
入
り
込
み
、

寅
さ
ん
を
通
り
抜
け
て
自
由
を
獲
得
し
て
い
く
。
自
ら
の
人
生

を
自
ら
選
び
取
る
勇
気
は
、
寅
さ
ん
と
一
体
と
な
る
こ
と
で
得

ら
れ
、
そ
し
て
成
長
し
（
寅
さ
ん
を
通
り
抜
け
て
）、
寅
さ
ん
の

彼
方
へ
と
歩
ん
で
い
く
。「
寅
さ
ん 

つ
ら
い
よ
な
あ
」
と
た
め

息
を
つ
く
周
り
の
人
た
ち
も
同
様
、
生
き
る
こ
と
の
哀
し
み
と

愛
お
し
さ
を
か
み
し
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
の
糧
と
し
て
い
く
。

連
帯
、
と
い
っ
て
は
大
げ
さ
に
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
私

ら
」
の
人
間
ら
し
い
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

自
由
な
生
き
方
を
め
ざ
し
歩
み
始
め
る
こ
と
で
き
る
の
だ
。
そ

し
て
、
そ
の
歩
み
が
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
こ
と
で
、
再

び
「
私
ら
」
に
戻
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
、
共
に

生
き
る
新
し
い
「
私
ら
」
の
姿
が
立
ち
現
れ
る
。

　

そ
う
、
こ
の
よ
う
に
し
て
人
は
生
き
て
い
く
（
こ
の
よ

う
に
し
て
し
か
生
き
て
い
け
な
い
、
と
い
う
べ
き
か
も
し

れ
な
い
）。
大
江
健
三
郎
は
全
作
品
を
通
し
て
、
様
々
な
困

難
の
な
か
で
生
き
続
け
る
た
め
の
勇
気
と
人
間
の
在
り

方
を
探
求
し
、
私
た
ち
が
進
む
べ
き
方
向
を
提
示
し
て

き
た
。
山
田
洋
次
監
督
も
同
様
、
共
に
生
き
る
こ
と
と

孤
独
に
耐
え
て
生
き
る
勇
気
、
こ
の
深
い
つ
な
が
り
を

描
き
続
け
て
き
た
。
1
回
目
の
映
画
評
で
紹
介
し
た
よ

う
に
、
監
督
は
「
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
」（
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
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
私
た
ち
が
生
き
て
い

く
う
え
で
大
切
な
こ
と
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
と
、
寅
さ
ん

を
通
し
て
私
た
ち
の
胸
の
中
に
あ
る
熾
に
火
を
灯
し
続
け
て
き

た
の
だ
。『
男
は
つ
ら
い
よ
』
シ
リ
ー
ズ
が
50
年
も
続
い
た
所
以

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
。
一
向
に
成
長
せ
ず
、
旅
暮
ら
し
に
明
け
暮
れ
る
寅
さ

ん
だ
が
、で
も
確
実
に
年
老
い
て
い
く
。
後
年
の
作
品
の
多
く
は
、

自
身
の
燃
え
上
が
る
恋
か
ら
、
若
者
の
恋
物
語
の
指
南
役
と
し

て
の
寅
さ
ん
が
引
き
起
こ
す
ド
ラ
マ
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
そ

ん
な
中
、
リ
リ
ー
と
の
恋
は
違
う
。
回
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
愛

の
高
み
へ
と
歩
み
を
進
め
て
い
く
。
そ
し
て
沖
縄
が
舞
台
と
な
っ

た
作
品
で
は
、
周
り
の
人
た
ち
も
フ
ァ
ン
も
誰
も
が
望
ん
で
い

た
結
婚
へ
と
向
か
う
の
だ
が
…
…
山
田
洋
次
監
督
は
そ
う
は
さ

せ
な
か
っ
た
。

　

何
故
か
。
そ
こ
に
は
監
督
の
、
例
え
ば
『
家
族
』
な
ど
の
現

代
劇
そ
し
て
一
連
の
時
代
劇
と
も
通
底
す
る
、
社
会
へ
の
深
く

鋭
い
視
点
と
人
間
観
、
哲
学
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
こ
れ
を
次
号
の
映
画
評
③
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
、
寅
さ

ん
以
外
の
作
品
群
に
も
ふ
れ
て
み
た
い
。

●
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
６
号
記
載
の
田
中
逸
郎
氏
ご
投
稿
文
。
最

終
行
か
ら
４
行
前
の
、「
温
か
い
」
を
「
暖
か
い
」
と
誤
記
し
ま

し
た
。
謹
ん
で
お
詫
び
し
訂
正
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

第 25 作「男はつらいよ　寅次郎ハイビス
カスの花」(C)1980 松竹株式会社

第 47 作「男はつらいよ　拝啓車寅次郎様」
(C)1994 松竹株式会社
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あ
た
し
の
兄
ち
ゃ
ん
　
車
寅
次
郎

劉
　
燕
子

寅
さ
ん
は
不
届
き
に
も
年
中
ぶ
ら
ぶ
ら
遊
ぶ
「
渡
世
人
」

　
「
私
、
生
ま
れ
も
育
ち
も
葛
飾
柴
又
で
す
。
帝
釈
天
で
産
湯
を

使
い
、
姓
は
車
、
名
は
寅
次
郎
。
人
呼
ん
で
フ
ー
テ
ン
の
寅
と

発
し
ま
す
。」

　

歯
切
れ
の
よ
い
鮮
や
か
な
口
上
が
持
ち
前
の
寅
さ
ん
が
中
国

の
ス
ク
リ
ー
ン
に
初
登
場
し
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
初
。
そ
れ

は
社
会
の
大
き
な
転
換
期
で
、
日
本
映
画
の
全
盛
期
で
も
あ
っ

た
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
資
本
主
義
社
会
の
物
質
的
な
豊
か
さ

へ
の
羨
望
、
批
判
す
べ
き
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
都
市
生
活
を
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
に
捉
え
る
と
い
う
価
値
観
の
衝
撃
、
目
新
し
い
映
像
や

音
楽
に
よ
る
視
覚
的
聴
覚
的
な
刺
激
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

寅
さ
ん
は
、
不
届
き
に
も
年
中
ブ
ラ
ブ
ラ
遊
び
、
賭
け
事
も

楽
し
み
、
恋
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
る
「
渡
世
人
」。
こ
の
よ

う
な
男
が
主
人
公
に
な
っ
て
い
る
映
画
を
見
せ
て
い
い
の
だ
ろ

う
か
と
、
保
護
者
の
お
ば
さ
ん
た
ち
が
学
校
に
押
し
寄
せ
て
陳

情
し
た
と
い
う
。

文
化
大
革
命
と
フ
ー
テ
ン
の
寅
さ
ん

　

建
国
後
、
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
大
衆
を
動
員
す
る
た

め
に
毛
沢
東
を
偶
像
化
し
た
「
毛
沢
東
主
義
モ
デ
ル
」
は
あ
ら

ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
に
浸
透
し
、
映
画
は
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
基
本
的
指
針
は
一
九
四
二
年
の
毛
沢
東
の
『
延
安
に
お

け
る
文
芸
講
話
』
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
文
化
大
革
命
ま

で
の
過
程
に
お
け
る
数
々
の
粛
清
に
よ
り
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

は
極
度
に
純
化
さ
れ
、
完
璧
な
理
想
的
様
式
と
し
て
中
国
全
土

に
定
着
し
た
。
映
画
に
よ
り
「
正
し
い
」
思
想
に
洗
脳
さ
れ
、

そ
の
「
正
義
」
に
酔
う
こ
と
が
教
化
の
目
的
と
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
フ
ー
テ
ン
の
寅
さ
ん
は
い
つ
も
同
じ
背
広
と
腹
巻

き
で
、
帽
子
を
か
ぶ
り
、
セ
ッ
タ
を
履
き
、

ト
ラ
ン
ク
一
つ
を
片
手
に
風
の
向
く
ま
ま
気

の
向
く
ま
ま
旅
す
る
テ
キ
屋
稼
業
で
、
財
布

の
中
の
五
百
円
が
命
の
綱
。
明
ら
か
に
前
述

の
三
原
則
に
反
す
る
。

「
階
級
の
敵
」
と
さ
れ
た
父
　

寂
し
い
鉱
山
で
暮
ら
し
た
私

　

ま
た
「
商
業
学
校
」
中
退
で
小
学
校
卒
の
み

の
寅
さ
ん
は
、
１
９
７
７
年
末
、
文
革
の
10
年

間
に
停
止
さ
れ
て
い
た
大
学
入
試
が
再
開
さ

れ
、
他
人
を
蹴
落
と
し
て
自
分
は
上
へ
上
へ
と

必
死
に
な
る
学
歴
主
義
・
受
験
競
争
と
は
正
反

劉
　
燕
子
さ
ん

●
現
代
中
国
文
学
者
。
博
士（
学
術
）。
湖
南
省
出
身
。
大
学
で
教
鞭
を

執
り
つ
つ
日
中
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
著
述
、
翻
訳
。『
天
安
門
事
件
か
ら

「
〇
八
憲
章
」へ
』（
共
著
）、『「
私
に
は
敵
は
い
な
い
」
の
思
想
』（
共
著
）、

『
殺
劫
―
チ
ベ
ッ
ト
の
文
化
大
革
命
』（
共
訳
）、『
劉
暁
波
伝
』（
編
訳
）

な
ど
。

対
。
こ
ん
な
寅
さ
ん
を
手
本
に
す
れ
ば
私
も
落
伍
者
に
な
る
が
、

あ
の
中
国
文
化
大
革
命
の
と
き
、
子
供
の
頃
、「
階
級
の
敵
」
と

い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
父
と
と
も
に
白
眼
視
さ
れ
て
寂
し

い
鉱
山
生
活
を
送
っ
た
自
分
を
彷
彿
と
さ
せ
ら
れ
た
。

「
寅
さ
ん
会
い
に
来
ま
し
た
よ
」。
柴
又
ツ
ア
ー
に
参
加

　

留
学
生
と
し
て
来
日
し
、
ア

ル
バ
イ
ト
で
少
し
お
金
が
た

ま
っ
た
の
で
上
京
し
、
は
と
バ

ス
の
柴
又
ツ
ア
ー
に
参
加
。「
寅

さ
ん
、
会
い
に
来
ま
し
た
よ
」。

矢
切
の
渡
し
に
も
乗
り
、
ほ
ん

と
う
に
風
情
と
人
情
に
あ
ふ
れ

る
旅
で
あ
っ
た
。

　

１
９
９
６
年
８
月
、
遊
学

先
の
ア
メ
リ
カ
で
中
国
語
の

ニ
ュ
ー
ス
か
ら
寅
さ
ん
の
永
眠

を
知
っ
た
。
寅
さ
ん
は
ず
っ
と

私
の
心
の
奥
底
で
生
き
て
い
て
、
ま
る
で
兄
ち
ゃ
ん
が
亡
く
な
っ

た
よ
う
に
呆
然
と
し
た
。

　

渡
米
し
た
が
大
学
院
進
学
の
た
め
の
勉
強
が
進
ま
ず
、
落
ち

こ
ぼ
れ
そ
う
で
鬱
々
と
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
態
で
韓
国

人
の
経
営
す
る
雑
貨
屋
が
「
男
は
つ
ら
い
よ
」
シ
リ
ー
ズ
の
レ

ン
タ
ル
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
第
一
作
か
ら
第
四
十
八

作
ま
で
全
て
観
て
も
倦
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
笑
い
、
泣
き
、

ま
た
笑
っ
て
い
る
う
ち
に
辛
い
こ
と
を
し
ば
ら
く
忘
れ
、
次
第

に
心
の
中
の
塵
芥
（
ち
り
あ
く
た
）
が
な
く
な
り
、
ほ
っ
と
し 矢切りの渡し

第 24 作「男はつらいよ　寅次郎春の夢」
(C)1979 松竹株式会社
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寅
さ
ん
は
日
本
人
の「
心
の
故
郷
」だ
け
で
な
く
、私
の「
心
の
故
郷
」

　

寅
さ
ん
は
面
白
く
も
切
な
い
道
化
役
を
演
じ
な
が
ら
、
限
り

な
い
自
由
へ
の
憧
れ
と
人
へ
の
愛
、
人
生
の
夢
と
勇
気
を
呼
び

覚
ま
し
て
く
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
寅
さ
ん
が
「
奮
闘
努
力
の

甲
斐
も
な
く
」
て
も
生
き
て
い
く
人
生
は
、「
流
れ
流
れ
の
渡
り

鳥
」
の
よ
う
に
漂
泊
し
て
い
た
不
器
用
な
私
に
と
っ
て
励
ま
し

で
あ
っ
た
。
寅
さ
ん
は
日
本
人
の
「
心
の
故
郷
」
だ
け
で
な
く
、

私
の
「
心
の
故
郷
」
で
も
あ
る
。

　

今
、
博
士
号
を
得
て
、
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
た
り
、
作
家
ぶ
っ

た
り
し
て
い
る
け
れ
ど
、
あ
れ
こ
れ
し
ょ
う
も
な
い
こ
と
で
悩

ん
で
疲
れ
た
り
す
る
。
そ
ん
な
私
を
、
兄
ち
ゃ
ん
は
こ
う
い
う

風
に
か
ら
か
う
だ
ろ
う
。「
さ
し
ず
め
イ
ン
テ
リ
に
な
っ
た
の
か

い
、
イ
ン
テ
リ
と
い
う
の
は
自
分
で
考
え
す
ぎ
ま
す
か
ら
ね
」。

た
気
持
ち
に
な
る
。
ど
れ
ほ
ど
助
け
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

登
場
人
物
の
ほ
と
ん
ど
が
善
男
善
女
。
帝
釈
天
の
門
前
の
だ

ん
ご
屋
「
と
ら
や
」
は
店
の
奥
に
茶
の
間
が
あ
り
、
夕
方
に
な

る
と
ガ
ラ
ス
戸
を
閉
め
、
ち
ゃ
ぶ
台
を
囲
み
一
家
団
欒
で
夕
ご

飯
を
食
べ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
に
寅
さ
ん
が
フ
ラ
ッ
と
帰
っ
て

き
て
、
み
な
驚
き
な
が
ら
歓
迎
す
る
が
、
さ
さ
い
な
こ
と
で
大

げ
ん
か
に
な
っ
た
り
す
る
。

　
「
馬
鹿
だ
ね
、
あ
い
つ
」、

「
ほ
ん
と
に
馬
鹿
だ
よ
」
と

叱
ら
れ
た
っ
て
、
い
つ
で

も
暖
か
く
受
け
入
れ
ら
れ

る
。
そ
の
よ
う
な
安
心
で

き
る
居
場
所
が
「
と
ら
や
」。

劉暁波と筆者（2007 年 3 月 27 日、北京にて）
［劉暁波］1989 年、天安門民主化運動に参
加するため敢えてアメリカから帰国し，6 月
4 日の武力鎮圧の時は戒厳部隊と交渉して
学生・市民の広場からの無血撤退を実現し
たが自分は投獄。釈放後も民主化に尽力し，
2010 年には獄中でノーベル平和賞を受賞す
るが、2017 年に事実上の獄死。

山
田
監
督
へ
の
ひ
そ
か
な
想
い

平
嶋
規
佐
子

戦
後
、
私
た
ち
は
芸
術
に
飢
え
て
い
た

　

敬
愛
す
る
山
田
監
督
に
つ
い
て
は
、
伝
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の

思
い
が
あ
り
ま
す
。
戦
後
、
芸
術
に
飢
え
て
い
た
私
た
ち
の
世

代
は
、
邦
画
・
洋
画
に
関
係
な
く
、
立
ち
見
で
も
争
っ
て
観
た

も
の
で
す
。
監
督
の
作
品
、
特
に
「
寅
さ
ん
」
は
、
年
に
二
回
、

家
族
で
見
に
ゆ
く
の
が
恒
例
で
し
た
。

　

現
在
も
監
督
の
作
品
は
、
時
代
劇
・
現
代
劇
に
か
か
わ
ら
ず

全
て
観
て
い
ま
す
。
藤
沢
周
平
の
小
説
を
原
作
に
し
た
映
画
も

大
好
き
で
す
。
豊
中
文
化
芸
術
セ
ン
タ
ー
で
の「
キ
ネ
マ
の
神
様
」

上
映
会
に
も
当
然
行
き
ま
し
た
。

ラ
ジ
オ
で
聴
い
た
監
督
の
原
点

　

監
督
が
満
州
か
ら
山
口
市
へ
引
き
揚
げ
て
き
た
中
学
二
年
の

時
、
海
岸
の
工
場
で
仕
入
れ
た
ち
く
わ
が
売
れ
ぬ
ま
ま
、
競
馬

場
の
お
で
ん
屋
の
お
ば
ち
ゃ
ん
に
持
ち
込
ん
だ
ら
、「
み
ん
な
買

う
た
げ
る
。
明
日
か
ら
残
っ
た
ら
持
っ
て
お
い
で
」
と
言
わ
れ

た
と
い
う
思
い
出
話
を
ラ
ジ
オ
で
聞
き
ま
し
た
。

　

そ
の
帰
り
道
、
自
転
車
で
涙
が
ぽ
ろ
ぽ
ろ
出
て
き
た
そ
う
で

す
。「
そ
の
と
き
の
そ
の
お
ば
さ
ん
の
温
か
い
行
為
っ
て
い
う
の

は
、
い
ま
だ
に
ま
ざ
ま
ざ
と
覚
え
て
る
ん
だ
よ
」。

　

こ
れ
が
ご
自
身
の
原
点
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と

が
強
く
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。

山
田
監
督
作
品
に
通
底
す
る
も
の

　

監
督
は
、
そ
の
全
て
の
作
品
で
市
井
に
生
き
る
つ
つ
ま
し
い

人
物
の
姿
を
撮
り
続
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

平
嶋
規
佐
子
さ
ん

●
１
９
４
２
年
（
昭
和
17
年
）
岡
町
生
れ
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
と
し
て
ラ
ジ

オ
局
２
局
勤
務
。
の
ち
社
会
福
祉
法
人
日
本
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
（
目
の
不
自

由
な
方
の
た
め
の
支
援
組
織
）
で
朗
読
奉
仕
を
続
け
る
。
娘
が
宝
塚
歌
劇

に
入
団
、
一
家
で
支
援
。
現
在
は
ロ
マ
ン
と
実
益
の
た
め
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー

ス
タ
ジ
オ
Ｅ
Ｔ
Ｈ
Ｏ
Ｓ
」
経
営
中
。

の
映
画
全
て
に
品
が
あ

り
、
人
間
の
愛
と
哀
し
み
、

優
し
さ
、
あ
た
た
か
さ
、

ユ
ー
モ
ア
が
あ
り
ま
す
。

　
「
人
間
は
こ
う
で
あ
り

た
い
」
と
い
う
、
監
督
の
強
い
信
念
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
そ

の
信
念
を
貫
い
て
い
る
監
督
を
と
て
も
尊
敬
し
て
い
ま
す
。

心
か
ら
エ
ー
ル
を

　
「
寅
さ
ん
」
シ
リ
ー
ズ
終
了
後
も
、
素
晴
ら
し
い
映
画
を
撮
り

続
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
山
田
監
督
に
、
心
か
ら
エ
ー
ル
を
送
り

ま
す
。
情
熱
を
失
わ
ず
、
こ
れ
か
ら
も
長
く
撮
り
続
け
て
い
た

だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

ギャラリースタジオ「ETHOS」

アメリカ・メリーランド州
にて（1997年）
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山
田
監
督
作
品
と
亡
き
父
の
ご
縁

池
田
千
波
留

　

日
本
が
世
界
に
誇
る
山
田
洋
次
監
督
に
つ
い
て
、
極
め
て
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
な
話
に
お
付
き
合
い
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
。

お
別
れ
の
歌
は
「
男
は
つ
ら
い
よ
」

　

今
年
２
月
１
日
、
父
が
他
界
し
た
。
昨
年
末
に
余
命
半
年
と

告
知
さ
れ
た
の
に
、
せ
っ
か
ち
な
父
は
た
っ
た
一
ヶ
月
ほ
ど
で
旅

立
っ
て
し
ま
っ
た
。
親
戚
一
同
、
急
な
展
開
に
気
持
ち
が
つ
い
て

い
か
ず
、呆
然
と
し
な
が
ら
葬
儀
の
日
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

棺
に
花
を
供
え
て
別
れ
を
惜
し
む
時
間
、
そ
れ
ま
で
の
し
め

や
か
な
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
変
わ
っ
て
、
独
特
な
バ
イ
オ
リ
ン
の
音
色
が

聞
こ
え
て
き
た
。
続
い
て
「
わ
た
く
し
、
生
ま
れ
も
育
ち
も
葛

飾
柴
又
で
す
」
と
い
う
セ
リ
フ
が
。

　

そ
う
、
音
楽
は
渥
美
清
さ
ん
の
『
男
は
つ
ら
い
よ
』。
死
期
を

悟
っ
た
父
が
、
自
分
の
葬
儀
の
際
に
は
こ
の
曲
を
と
、
言
い
残

し
て
い
た
の
だ
。
涙
な
が
ら
に
花
を
た
む
け
て
い
た
親
戚
一
同

に
一
瞬
、
フ
フ
フ
と
笑
い
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
は
８
人
兄
妹
の

長
男
と
し
て
家
族
を
引
っ
張
っ
て
き
た
父
の
、
親
族
に
対
す
る

最
後
の
思
い
や
り
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

映
画
と
生
き
た
父

　

１
９
５
３
年
（
昭
和
28
年
）、
父
は
高
校
を

卒
業
し
て
す
ぐ
に
、
映
画
館
の
経
営
者
に
な
っ

た
。
祖
父
が
立
ち
上
げ
た
映
画
館
を
引
き
継
い

だ
の
だ
。
尼
崎
市
に
あ
っ
た
映
画
館
「
近
松
映

画
劇
場
」。
今
の
よ
う
な
シ
ネ
コ
ン
で
は
な
い

小
さ
な
町
の
映
画
館
で
は
あ
っ
た
が
、
時
に
は

主
演
ス
タ
ー
が
挨
拶
に
来
て
く
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
ら
し
い
。
父
に
と
っ
て
一
番
の
ス
タ
ー
鶴
田
浩
二
さ
ん

が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時
の
こ
と
を
、
私
は
父
か
ら
何
度
も
聞
か

さ
れ
て
い
る
。「
ス
タ
ー
っ
て
い
う
の
は
な
、
向
こ
う
か
ら
た
だ

歩
い
て
く
る
だ
け
で
も
光
っ
て
る
ん
や
で
」。

　

テ
レ
ビ
の
台
頭
で
経
営
が
苦
し
く
な
る
ま
で
の
数
年
間
、
大

好
き
な
映
画
と
共
に
生
き
た
父
は
幸
せ
だ
っ
た
と
思
う
。

「
幸
福
の
黄
色
い
ハ
ン
カ
チ
」
に
登
場
し
た
父
の
会
社
の
製
品

　

１
９
６
１
年
（
昭
和
36
年
）、
映
画
館
を
た
た
ん
だ
父
は
、
全

く
違
う
業
種
の
会
社
を
立
ち
上
げ
た
。
段
ボ
ー
ル
シ
ー
ト
の
製

造
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
制
作
の
会
社
だ
。

　

映
画
と
は
全
く
無
縁
の
よ
う
に
思
え
た
こ
の
会
社
が
映
画
館

の
大
ス
ク
リ
ー
ン
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
、
誰
も
想

像
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
は
１
９
７
７
年（
昭
和
52
年
）

に
上
映
さ
れ
た
、
山
田
洋
次
監
督
の
『
幸
せ
の
黄
色
い
ハ
ン
カ

チ
』。
奥
さ
ん
役
の
倍
賞
千
恵
子
さ
ん
の
妊
娠
を
知
っ
た
高
倉
健

さ
ん
が
、
祝
い
に
と
胸
に
抱
い
て
帰
っ
た
の
は
日
本
酒
「
多
聞
」。

そ
の
外
箱
を
製
造
納
品
し
て
い
た
の
が
父
の
会
社
だ
っ
た
の
だ
。

映
画
館
の
経
営
を
や
め
た
後
も
映
画
を
愛
し
た
父
に
と
っ
て
、
自

分
の
会
社
の
製
品
が
高
倉
健
さ
ん
の
胸
に
抱
か
れ
て
大
画
面
に
登

場
し
た
こ
と
は
、
ど
れ
ほ
ど
嬉
し
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

２
０
０
６
年
に
多
聞
酒
造
は
解
散
、
２
０
１
４
年
に
は
高
倉

健
さ
ん
も
天
に
召
さ
れ
た
。
だ
が
、
映
画
は
半
永
久
的
に
生
き

続
け
る
の
で
あ
る
。
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
う
。

「
男
は
つ
ら
い
よ
」
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
天
野
紀
子
さ
ん
と
の
ご
縁

　

父
の
会
社
に
入
社
せ
ず
、
自
分
の
道
を
模
索
し
た
私
は
現
在
、

ラ
ジ
オ
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
し
て
活
動
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

仕
事
柄
色
々
な
方
の
お
話
を
伺
い
、
ゲ
ス
ト
と
し
て
お
迎
え
す

る
の
だ
が
、「
男
は
つ
ら
い
よ
」
の
バ
イ
オ
リ
ン
演
奏
を
な
さ
っ

た
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
天
野
紀
子
さ
ん
を
ゲ
ス
ト
に
お
迎
え
す
る
機

会
を
得
た
こ
と
に
は
、偶
然
と
は
思
え
な
い
ご
縁
を
感
じ
て
い
る
。

励
ま
す
つ
も
り
が
励
ま
さ
れ

　

こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
山
田
洋
次
監
督
へ
の
応
援
と
い
う
趣
旨
で
書

か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
て
振
り
返
っ
て
み
る

と
、
私
が
監
督
を
応
援
す
る
ど
こ
ろ
か
、
応
援
さ
れ
て
い
た
の
は

む
し
ろ
私
の
方
な
の
だ
。
お
そ
ら
く
、
形
は
違
え
ど
、
山
田
洋
次

監
督
作
品
に
励
ま
さ
れ
、
力
を
も
ら
っ
て
い
る
方
は
数
え
き
れ
な

い
ほ
ど
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
山
田
監
督
の
作
品
に
は
、

時
代
や
価
値
観
が
変
わ
っ
て
も
な
お
心
に
響
く
テ
ー
マ
が
あ
る

か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
励
ま
さ
れ
る
人
は
多
い
と
思
う
。

　

山
田
洋
次
監
督
、
こ
れ
ま
で
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
ど
う
か
こ
れ
か
ら
も
私
た
ち
を
励
ま
し
、
力
付
け
て
く

だ
さ
い
。

池
田
千
波
留
さ
ん

●
10
年
以
上
の
Ｏ
Ｌ
生
活
を
経
て
、声
の
仕
事
に
転
身
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

Ｆ
Ｍ
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
、
司
会
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
、

ラ
イ
タ
ー
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
情
報
を
発
信
し
て
い
る
。
こ
こ
数
年

は
作
文
教
室
の
講
師
も
務
め
て
い
る
。

「幸福の黄色いハンカチ」
(C)1977 松竹株式会社


