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三澤拓哉プロフィール
1987 年生まれ。神奈川県出身。2011 年明治
大学文学部卒業。同年 4 月、日本映画大学 1
期生として入学。理論コース（現 映画・映像
文化コース）に進む。
2014 年、『3 泊 4 日、5 時の鐘』で大学在学
中に脚本・監督デビュー。
内田伸輝監督『おだやかな日常』（2012）、深
田晃司監督『ほとりの朔子』（2013）でアシ
スタントプロデューサーとして活躍。杉野希妃
監督『欲動』（2014）では助監督、2016 年公
開『マンガ肉と僕』では制作助手として携わる。
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２
０
１
５
年
の
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
国
際
映
画
祭
を

は
じ
め
数
々
の
国
際
映
画
祭
に
招
待
さ
れ
、
シ
ロ

ス
国
際
映
画
祭
で
最
優
秀
作
品
賞
、
北
京
国
際
映

画
祭
新
人
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
部
門
で
は
最
優
秀

脚
本
賞
を
受
賞
し
た
、『
３
泊
４
日
、
５
時
の
鐘
』。

監
督
・
脚
本
は
三
澤
拓
哉
、
日
本
映
画
大
学
の
記

念
す
べ
き
第
一
期
生
で
あ
る
。
作
品
は
彼
が
理
論

コ
ー
ス
（
現
映
画
・
映
像
文
化
コ
ー
ス
）
在
学
中

に
監
督
し
た
も
の
だ
。

世
界
各
国
を
旅
し
た
『
３
泊
４
日
、５
時
の
鐘
』

は
、
２
０
１
５
年
秋
、
新
宿K's cinem

a
ほ
か

全
国
で
劇
場
公
開
さ
れ
た
。本
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、

そ
の
約
一
ヶ
月
後
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

〈
こ
れ
ま
で
の
映
画
〉、〈
こ
れ
か
ら
の
映
画
〉、

そ
し
て
〈
自
分
と
映
画
〉。
学
生
同
士
の
熱
い
語

り
合
い
か
ら
生
ま
れ
た
さ
さ
や
か
な
映
画
史
の
瞬

間
を
掲
載
す
る
。

映
画
の
道
を
志
す
ま
で
―

出
町

三
澤
さ
ん
が
映
画
大
学
に
来
る
ま
で
の
経

緯
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

三
澤

映
画
大
学
は
、
自
分
に
と
っ
て
二
つ
目
の

大
学
に
な
り
ま
す
。
明
治
大
学
を
２
０
１
１
年
に

卒
業
し
て
、
そ
の
ま
ま
春
に
日
本
映
画
大
学
に
入

学
し
ま
し
た
。
経
緯
と
し
て
は
、
教
職
員
に
な
ろ

『３泊４日、５時の鐘』あらすじ
湘南の老舗旅館・茅ヶ崎館。その長女
である理沙（堀夏子）の結婚パーティー
が開かれるため、花梨（小篠恵奈）と
真紀（杉野希妃）がやってくる。真紀
は、旅館でアルバイトをしている大学
生・知春（中崎敏）を翻弄し、また真
紀は、学生時代に恋心を抱いていた大
学教授・近藤（二階堂智）に再会する。
更には、そこに理沙の弟・宏太（栁俊
太郎）や、知春に想いを寄せる大学生・
彩子（福島珠理）も現れ……。茅ヶ崎
を舞台に、７人の男女の恋愛模様を描
いた青春群像劇。

う
と
思
っ
て
明
治
大
学
に
入
学
し
ま
し
た
が
、
実

際
、
教
育
実
習
へ
行
き
教
職
員
に
な
れ
れ
ば
ど
こ

で
も
い
い
や
と
思
っ
た
の
で
、
文
学
部
の
演
劇
学

専
攻
に
入
り
ま
し
た
。
演
劇
学
を
学
ん
で
い
た
わ

け
で
す
が
、
そ
の
時
か
ら
映
画
は
よ
く
見
て
い
ま

し
た
ね
。
映
画
で
も
Ｏ
Ｋ
っ
て
い
う
レ
ポ
ー
ト
は

全
部
、
映
画
で
書
い
て
い
た
り
し
ま
し
た
。
大
学

で
は
友
達
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
メ
デ
ィ
ア
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
と
い
う
場
所
で
、
ひ
た
す
ら
孤
独
を

映
画
で
癒
す
っ
て
い
う
こ
と
を
し
て
い
た
だ
け

＜スタッフ＞エグゼクティブプロデューサー：杉野希妃　コプロデューサー：小
野光輔　大崎優花　撮影監督：上野彰吾　助監督：市原大地　編集：長谷部大輔
録音：國分玲　音楽：岩本エイジ
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だ
っ
た
ん
で
す
（
笑
）。
そ
れ
で
、４
年
生
に
な
っ

た
時
に
、
ぜ
ん
ぜ
ん
学
生
生
活
ら
し
い
こ
と
し
て

き
て
な
か
っ
た
な
っ
て
気
づ
い
た
ん
で
す
。
大
学

が
あ
る
御
茶
ノ
水
で
、「
お
茶
の
水
Ｊ
ａ
ｚ
ｚ
祭
」

と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
学
生
実
行
委
員
と
し
て
入

り
ま
し
た
。

　

そ
の
時
に
、
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
宇
崎
竜

童
（
※
１
）
さ
ん
に
出
会
い
ま
し
た
。「
自
分
は
教
職

員
に
な
ろ
う
か
ど
う
か
を
迷
っ
て
い
る
」と
か「
映

画
が
好
き
だ
」
と
か
、お
話
を
し
て
い
く
過
程
で
、

宇
崎
さ
ん
の
方
か
ら
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
て
、

高
橋
伴
明
（
※
２
）
監
督
や
、
業
界
の
方
と
お
会
い

す
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
後

も
、
ラ
ジ
オ
の
収
録
と
か
い
ろ
い
ろ
な
現
場
に
連

れ
て
も
ら
っ
て
、
自
分
で
も
な
ん
と
な
く
そ
の
気

に
な
っ
て
き
た
ん
で
す
。映
画
大
学
に
つ
い
て
も
、

宇
崎
さ
ん
か
ら
、「
こ
う
い
う
大
学
が
春
に
で
き

る
ら
し
い
ぞ
」
と
言
わ
れ
新
し
い
こ
と
を
や
る
の

に
、
新
し
い
大
学
で
や
る
の
は
、
い
い
と
思
い
、

日
本
映
画
大
学
に
入
り
ま
し
た
。

出
町　
明
治
大
学
の
メ
デ
ィ
ア
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

で
は
、ど
の
よ
う
な
映
画
を
観
て
い
た
の
で
す
か
。

三
澤　
60
年
代
の
作
品
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
ね
。
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
グ
（
※
３
）
だ
っ
た

り
、
そ
れ
以
降
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ニ
ュ
ー
シ
ネ
マ

（
※
４
）
だ
っ
た
り
と
か
、
60
年
代
か
ら
70
年
代
の

作
品
が
多
い
で
す
ね
。
図
書
館
へ
行
っ
て
は
、
古

め
の
映
画
関
係
の
本
を
読
ん
で
、
メ
デ
ィ
ア
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
で
映
画
を
観
な
が
ら
本
に
書
い
て
あ
る

こ
と
を
確
認
し
て
い
く
作
業
を
し
た
か
な
。あ
と
、

卒
業
論
文
で
は
ニ
ュ
ー
シ
ネ
マ
時
代
の
作
品
を
取

り
上
げ
て
、『
ニ
ュ
ー
シ
ネ
マ
に
お
け
る
女
性
の

描
き
方
』
み
た
い
な
こ
と
を
書
き
ま
し
た
。

出
町　
そ
の
頃
に
観
て
い
た
映
画
の
中
で
、
好
き

な
監
督
や
、興
味
を
抱
い
た
監
督
は
い
ま
し
た
か
。

三
澤　
ウ
デ
ィ
・
ア
レ
ン
（
※
５
）
の
『
ア
ニ
ー
・
ホ
ー

ル
』
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

映
画
大
学
生
に
な
っ
て
か
ら
ー

出
町　
映
画
大
学
に
入
学
し
た
当
初
か
ら
、
監
督

に
な
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
ま
し
た
か
？

三
澤　
そ
の
時
は
ま
だ
監
督
志
望
と
は
思
っ
て
な

く
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に

な
り
た
い
気
持
ち
の
方
が
強
か
っ
た
で
す
ね
。
人

間
総
合
研
究
を
や
っ
て
、
自
分
で
言
う
の
も
な
ん

だ
け
ど
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
向
い
て
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
と
。
先
生
や
同
じ
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー

か
ら
も
言
っ
て
も
ら
え
ま
し
た
。
人
間
総
合
研
究

で
自
分
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
関
わ
っ
た
作

品
を
発
表
し
た
時
に
、
か
な
り
大
き
な
反
応
が
得

ら
れ
た
こ
と
が
自
信
に
な
っ
て
い
ま
す
。

出
町　
理
論
系
を
選
択
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
具

体
的
に
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

三
澤　
実
際
二
年
の
前
期
に
み
ん
な
が
迷
う
よ
う

に
、
自
分
も
迷
い
ま
し
た
。
で
も
、
本
当
に
素
直

に
ど
っ
ち
の
授
業
が
面
白
い
か
っ
て
い
う
こ
と
に

尽
き
る（
笑
）。
そ
れ
だ
け
で
す
ね
。
自
分
が
将
来
、

監
督
に
な
る
か
何
に
な
る
か
は
分
か
ら
な
い
け

ど
、
と
り
あ
え
ず
残
り
の
二
年
半
を
ど
っ
ち
で
過

ご
し
た
い
か
と
言
わ
れ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
面
白
く

て
、自
分
に
と
っ
て
刺
激
を
得
ら
れ
る
方
に
な
る
。

授
業
の
タ
イ
ト
ル
が
、演
出
コ
ー
ス
の
「
演
出
論
」

と
か
つ
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
の
ラ

ベ
リ
ン
グ
で
あ
っ
て
。
例
え
ば
、田
辺
先
生
の「
哲

学
」
だ
っ
た
り
、「
映
画
理
論
A
B
C
」
と
か
が

あ
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
講
義
で
自
分
が
得
ら
れ
た

こ
と
が
、「
こ
れ
は
脚
本
に
落
と
せ
る
」
と
か
「
作

品
に
落
と
せ
る
な
」
と
実
感
で
き
て
い
ま
し
た
か

ら
。

出
町　
先
ほ
ど
ウ
デ
ィ
・
ア
レ
ン
の
名
前
が
出
ま

し
た
が
、
理
論
コ
ー
ス
に
入
っ
て
か
ら
刺
激
を
受

け
た
監
督
や
作
品
は
あ
り
ま
す
か
？

三
澤　
理
論
コ
ー
ス
の
先
生
方
に
ウ
デ
ィ
・
ア
レ

ン
受
け
が
悪
い
っ
て
こ
と
が
シ
ョ
ッ
ク
で
（
笑
）。

「
セ
ン
ス
無
い
！
」
っ
て
言
わ
れ
る
の
が
、刺
激
っ

て
い
う
か
、
た
だ
普
通
に
悲
し
い
（
笑
）。

　

刺
激
を
受
け
た
監
督
作
品
と
い
え
ば
、例
え
ば
、

小
津
安
二
郎
（
※
６
）
の
『
東
京
物
語
』（
※
７
）
っ
て

色
ん
な
授
業
で
教
科
書
的
に
参
考
上
映
さ
れ
る
わ
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※１０　ロベール・ブレッソン (1909 ～ 1999)
フランスの映画監督。自作のことを「映画」ではなく「シ
ネマトグラフ」と呼んでいた。主な作品に『スリ』(1959)、

『ラルジャン』(1983) など。ドストエフスキーの小説が原
作の『やさしい女』(1969) は 2015 年にニュープリント
版が劇場公開された。

け
で
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
佐
藤
忠
男
先
生
と

高
橋
世
織
先
生
の
分
析
、あ
と
土
田
環
先
生
の『
晩

春
』（
※
８
）
の
解
釈
と
か
、
小
津
作
品
に
対
す
る

映
画
分
析
が
そ
れ
ぞ
れ
全
部
違
っ
て
い
て
、
そ
の

ど
れ
も
が
す
ご
く
面
白
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

　

世
織
先
生
だ
っ
た
ら
、
映
画
の
内
部
で
同
じ
形

の
も
の
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
こ
と
を
「
再
帰
的

想
起
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
説
明
し
て
い
ま
し

た
。
例
え
ば
、
煙
突
が
も
っ
と
小
さ
い
形
で
お
線

香
に
な
っ
た
り
と
か
、
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
画
を

作
っ
て
い
く
っ
て
い
う
。『
東
京
物
語
』
の
他
に

も
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
作
品
と
か
、「
優
れ
た
映
画

作
家
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
ず
に
で
き
る
」
と

世
織
先
生
が
仰
っ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。

佐
藤
先
生
の
講
義
で
は
、
例
え
ば
登
場
人
物
の
お

辞
儀
の
角
度
が
全
部
一
緒
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を

知
り
ま
し
た
。
同
じ
形
を
し
て
い
る
人
た
ち
は
み

ん
な
同
じ
気
持
だ
と
い
う
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
表

し
て
い
る
、
佐
藤
先
生
ら
し
い
、
感
情
に
引
き
つ

け
た
独
特
の
分
析
を
さ
れ
て
い
る
。土
田
先
生
は
、

『
晩
春
』
と
い
う
作
品
で
「
壺
」
と
い
う
、
モ
ノ

が
人
を
見
て
い
る
と
い
う
視
点
を
教
え
て
く
だ

さ
っ
た
。
作
品
の
つ
か
み
方
の
幅
が
広
が
り
ま
し

た
。
あ
と
、
１
年
の
後
期
か
ら
２
年
の
前
期
の
授

業
後
に
映
画
研
究
部
に
参
加
し
て
、
田
辺
先
生
が

Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
持
っ
て
き
て
下
さ
っ
て
、
レ
オ
ス
・
カ

ラ
ッ
ク
ス
（
※
９
）
や
ブ
レ
ッ
ソ
ン
（
※
10
）
を
初
め
て

見
ま
し
た
。
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
監
督
の
作

品
を
た
く
さ
ん
見
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
。
そ

こ
で
の
経
験
か
ら
も
自
分
に
と
っ
て
大
き
か
っ
た

と
思
っ
て
ま
す
。

出
町　
『
３
泊
４
日
、
５
時
の
鐘
』
を
観
た
時
に
、

理
論
コ
ー
ス
の
シ
ナ
リ
オ
だ
と
い
う
気
が
し
ま
し

た
。

三
澤　

演
出
コ
ー
ス
の
シ
ナ
リ
オ
で
は
な
い

な
、
っ
て
い
う
（
笑
）。

企
画
か
ら
脚
本

『
３
泊
４
日
、
５
時
の
鐘
』
ま
で

出
町　
『
３
泊
４
日
、
５
時
の
鐘
』
を
制
作
す
る

経
緯
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

三
澤　
２
年
の
後
期
か
ら
、
製
作
会
社
の
「
和
エ

ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
」
に
イ
ン
タ
ー
ン
に
入
り
ま

し
た
。そ
こ
で
２
年
程
お
世
話
に
な
っ
た
と
き
に
、

※５　ウディ・アレン (1935 ～ )
アメリカのコメディアン、俳優、映画監督。自身が主演・
脚本・監督を務める映画を多数制作し、監督作は 40 本
以上にものぼる。『アニー・ホール』(1977) はアレンの代
表作であり、アカデミー作品賞、脚本賞、監督賞を受賞
している。

※３　ヌーヴェルヴァーグ
「新しい波」を意味する、1950~60 年頃のフランス映画
の潮流のこと。撮影所での下積み経験のない、批評家出
身のジャン＝リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォー
らが監督として活躍。

※４　アメリカン・ニューシネマ
1960 年代後半から70 年頃のハリウッド映画のムーブメ
ントのこと。当時アメリカで起こっていたカウンター・カ
ルチャーの流れを受け、それまでのハリウッド映画に対す
るアンチテーゼとして、セックスや暴力、反抗する若者の
姿を描いた映画が作られた。主な作品に『俺たちに明日
はない』(1967)、『卒業』(1967)、『タクシー・ドライバー』
(1976) など。

※７　『東京物語』(1953)
小津安二郎監督作品。笠智衆、東山千恵子、原節子らが
出演。小津の最高傑作とされ、また各国の世界史上映画
ランキングなどで第１位に選ばれることも多い一作。

※８　『晩春』(1949)
小津安二郎監督作品。笠智衆と原節子演じる親子が布団
を並べて眠るシーンにおいて映される「壺」のカットをめ
ぐり、批評家の間で様々な解釈が行われている。

※６　小津安二郎 (1903 ～ 1963)
東京都生まれ、映画監督。黒澤明、溝口健二と並んで
日本を代表する映画監督である。代表作に『東京物語』
(1954)、『早春』(1956) など。『3 泊 4 日、5 時の鐘』
の舞台である茅ヶ崎館は、小津が脚本執筆を行った旅館
として有名。

※１　宇崎竜童 (1946 ～ )
京都府生まれのミュージシャン。ダウン・タウン・ブギウギ・
バンドや竜童組などのバンドで活動し、また山口百恵の「プ
レイバック Part 2」を作曲するなどして様々な歌手に楽
曲提供を行う。その一方で、『曾根崎心中』(1978) では
映画に初主演し、現在に至るまで俳優として映画やドラ
マなどに多数出演している。

※２　高橋伴明 (1949 ～ )
奈良県生まれの映画監督。数々のピンク映画を制作した
のち、宇崎竜童を主演に迎えた『TATTOO〈刺青〉あり』
(1982) で一般映画デビュー。最新作は『赤い玉、』(2015)。

※９　レオス・カラックス (1960 ～ )
フランスの映画監督。23 歳の時『ボーイ・ミーツ・ガール』
(1983) でデビュー。その後も『汚れた血』(1986) や『ポ
ンヌフの恋人』(1991) で注目を浴び、時代の寵児となる。
近作に『ホーリー・モーターズ』(2012)。
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茅ヶ崎館
舞台の中心となる茅ヶ崎館は
日本を代表する映画監督、
小津安二郎が野田高梧と共
に脚本執筆のため定宿とした
実在する旅館である。本作
は当館において全面的な撮
影が許可された初めての映
画となった。

そ
の
製
作
会
社
の
杉
野
希
妃
（
※
11
）
さ
ん
と
小
野

光
輔（
※
12
）さ
ん
か
ら「
監
督
や
っ
た
ら
ど
う
？
」っ

て
話
を
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
時
点
で
夏
に
撮
影

を
す
る
こ
と
は
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
撮

影
日
数
も
そ
ん
な
に
な
い
か
ら
、
場
所
が
ポ
イ
ン

ト
に
な
る
。
当
初
か
ら
旅
行
と
か
ペ
ン
シ
ョ
ン
と

か
っ
て
い
う
話
は
、
チ
ラ
ッ
と
出
て
い
た
と
思
う

ん
で
す
。
そ
こ
に
来
る
30
歳
前
後
の
女
の
人
と
、

旅
館
に
い
る
男
の
子
の
物
語
、
み
た
い
な
、
す
ご

く
緩
い
枠
組
み
を
製
作
会
社
の
人
と
一
緒
に
話
し

て
い
ま
し
た
。

出
町　
撮
影
日
数
が
少
な
い
と
は
、
ど
の
く
ら
い

の
日
程
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
か
？　

三
澤　

そ
の
時
は
具
体
的
な
数
字
は
聞
い
て
な

か
っ
た
け
れ
ど
も
、
少
な
い
っ
て
い
う
の
は
分

か
っ
て
て
（
笑
）。
で
も
、
自
分
は
何
の
実
績
も

な
い
監
督
で
、
お
金
も
そ
こ
ま
で
か
け
ら
れ
な

い
っ
て
い
う
の
は
自
分
で
も
分
か
っ
て
い
ま
し

た
。
製
作
日
数
が
限
ら
れ
て
い
る
っ
て
こ
と
は
、

つ
ま
り
日
数
を
き
ち
ん
と
考
え
な
い
と
い
け
な
い

な
っ
て
い
う
。
そ
こ
で
、
湘
南
地
域
で
撮
り
た
い

と
は
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
自
分
が
住
ん
で

い
る
場
所
だ
か
ら
自
分
の
土
地
勘
が
働
い
て
、
製

作
費
が
低
予
算
の
と
こ
ろ
を
家
族
や
知
人
の
協
力

を
仰
げ
る
可
能
性
が
高
ま
る
っ
て
い
う
計
算
は
少

し
働
い
て
。

　

あ
と
、
海
辺
で
撮
影
す
る
の
は
、
映
画
と
し
て

強
い
と
思
っ
て
た
ん
で
す
。
セ
ッ
ト
と
か
は
立
て

ら
れ
な
い
し
、ル
ッ
ク
的
に
。
旅
館
に
つ
い
て
は
、

最
初
は
鎌
倉
に
あ
る
ペ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
を
ス
タ
ッ

フ
み
ん
な
で
話
し
て
い
た
ん
で
す
。
そ
の
時
、
会

社
の
方
か
ら
「
茅
ヶ
崎
館
っ
て
ど
う
な
の
？
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
以
前
に
資
格
課
程
の
授
業
で

茅
ヶ
崎
館
の
館
主
の
森
さ
ん
が
映
画
大
学
に
来
ら

れ
て
い
た
ん
で
す
。
茅
ヶ
崎
館
の
館
主
が
来
る
こ

と
を
聞
き
つ
け
て
て
、
モ
グ
リ
で
受
講
し
た
ん
で

す
よ
。
そ
こ
で
一
度
名
刺
交
換
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
あ
っ
て
か
ら
１
年
後
ぐ
ら
い
だ
っ
た
の
か

な
、「
映
画
の
企
画
を
立
て
て
い
て
、
撮
影
で
き

る
場
所
を
探
し
て
い
ま
す
」
と
、
お
声
か
け
を
し

た
ら
、
す
ぐ
に
快
諾
し
て
い
た
だ
い
た
っ
て
感
じ

で
す
ね
。
だ
か
ら
そ
れ
も
結
構
偶
然
。
そ
こ
か
ら
、

「
小
津
」
っ
て
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
こ
の
作
品
に

出
て
き
た
。

出
町　
小
津
さ
ん
の
こ
と
は
最
初
か
ら
狙
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、
後
か
ら
出
て
き
た
こ
と
だ
と
。

三
澤　
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
ホ
ン
・
サ
ン
ス
（
※

13
）
や
エ
リ
ッ
ク
・
ロ
メ
ー
ル
（
※
14
）
の
よ
う
な
「
海

辺
の
ヴ
ァ
カ
ン
ス
映
画
」
と
い
っ
た
作
風
の
も
の

を
撮
ろ
う
、
っ
て
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
ま
す

ね
。
ロ
メ
ー
ル
と
ホ
ン
・
サ
ン
ス
に
関
し
て
は
、

制
作
会
社
の
小
野
さ
ん
か
ら
「
こ
の
作
品
見
た
ら

い
い
よ
」っ
て
言
っ
て
も
ら
っ
た
り
し
て
。
あ
と
、

ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ジ
エ
（
※
15
）
の
『
ア
デ
ュ
ー
・
フ
ィ
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※１４　エリック・ロメール (1920 ～ 2010)
フランスの映画監督。「カイエ・デュ・シネマ」
誌で批評家として活躍したのち、『獅子座』
(1959)で映画監督デビュー。『海辺のポーリー
ヌ』(1983)でベルリン国際映画祭の監督賞を、

『緑の光線』(1986) でヴェネツィア国際映画
祭の金獅子賞を受賞。ヌーヴェルヴァーグを
代表する監督の一人。

※１５　ジャック・ロジエ (1926 ～ )
フランスの映画監督。ジャン・ルノワールの助
監督を務めたのち、『アデュー・フィリピーヌ』
(1962) で長編映画デビューし、ジャン＝リュッ
ク・ゴダールやフランソワ・トリュフォーに支
持される。その後も監督第２作目『オルエット
の方へ』(1971) を制作するが、長編映画は
現在に至るまで６本のみで、寡作である。

※１３　ホン・サンス (1960 ～ )
韓国の映画監督。監督第一作『豚が井戸に落
ちた日』(1996) が韓国国内外で評価され、
その後も各国の映画祭で注目を浴び、韓国を
代表する映画監督の一人となる。近作は、加
瀬亮を主演に迎えた『自由が丘で』(2014)。

リ
ピ
ー
ヌ
』
だ
っ
た
り
と
か
、『
オ
ル
エ
ッ
ト
の

方
へ
』
と
か
。「
こ
の
カ
ッ
ト
を
真
似
し
よ
う
」
っ

て
い
う
の
は
全
然
な
か
っ
た
で
す
。た
だ
、ジ
ャ
ッ

ク
・
ロ
ジ
エ
は
、『
ア
デ
ュ
ー
・
フ
ィ
リ
ピ
ー
ヌ
』

も
そ
う
だ
け
ど
、
別
に
筋
も
大
し
た
話
じ
ゃ
な
い

し
、自
分
も
全
然
思
い
出
せ
な
い
ぐ
ら
い
で（
笑
）。

で
も
、あ
の
作
品
特
有
の
瑞
々
し
さ
や
、あ
あ
い
っ

た
元
気
の
良
い
女
の
子
の
イ
メ
ー
ジ
っ
て
い
う
の

は
あ
り
ま
し
た
。
で
も
、
上
手
く
他
の
作
品
と
か

を
落
と
し
込
む
っ
て
こ
と
を
、
や
ろ
う
と
思
っ
た

ん
で
す
け
ど
で
き
な
か
っ
た
感
じ
は
あ
り
ま
す

ね
。

出
町　
シ
ナ
リ
オ
は
、
ト
ー
タ
ル
で
ど
れ
く
ら
い

の
日
数
で
仕
上
げ
た
ん
で
す
か
？

三
澤　
２
ヶ
月
ぐ
ら
い
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

５
月
中
旬
に
シ
ノ
プ
シ
ス
を
仕
上
げ
て
、
そ
こ
か

ら
書
き
始
め
て
。
６
月
中
旬
ぐ
ら
い
に
茅
ヶ
崎
館

を
使
え
る
っ
て
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
、

い
ろ
い
ろ
変
更
点
を
シ
ナ
リ
オ
に
落
と
し
込
ん
で

い
っ
て
。
大
き
か
っ
た
の
は
、
脚
本
執
筆
の
段
階

で
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
や
、
リ
ハ
ー
サ
ル
が
で
き
た

こ
と
で
、
実
際
に
俳
優
の
方
に
何
度
か
読
ん
で
頂

け
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
で
、
そ
こ
で
の
感
触
は

や
っ
ぱ
り
自
分
で
書
い
て
い
る
だ
け
じ
ゃ
得
ら
れ

な
い
も
の
で
。

出
町　
そ
の
時
の
や
り
と
り
が
シ
ナ
リ
オ
に
活
か

さ
れ
た
り
と
か
し
ま
し
た
か
？

三
澤　
ガ
ン
ガ
ン
変
更
し
て
ま
す
ね
。
そ
ん
な
固

ま
っ
た
シ
ナ
リ
オ
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
多
分
誰
の
意

見
で
も
大
丈
夫（
笑
）。
た
だ
、テ
ー
マ
と
い
う
か
、

モ
チ
ー
フ
み
た
い
な
も
の
を
、
割
と
早
い
段
階
で

掴
め
て
い
た
の
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。「
重
な

る
も
の
」
と
い
う
ワ
ー
ド
が
一
つ
自
分
の
中
で
考

え
る
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

再
帰
的
想
起
―「
重
な
る
」と
い
う
コ
ー
ド

出
町　
映
画
を
観
て
い
て
、「
重
な
る
」
と
い
う

コ
ー
ド
は
す
ぐ
に
伝
わ
り
ま
し
た
。

三
澤　
文
字
通
り
重
な
っ
て
い
る
も
の
、
ま
あ
ト

ラ
ン
プ
だ
っ
た
り
と
か
、考
古
学
だ
っ
た
り
と
か
、

地
層
が
こ
う
重
な
っ
て
い
る
。
ま
あ
サ
ン
ド
イ
ッ

チ
だ
っ
た
り
と
か
、
そ
う
い
っ
た
形
。

※１１　杉野希妃 (1984 ～ )
広島県生まれの女優、プロデューサー、映画
監督。慶應義塾大学在学中に留学先の韓国
で女優としてデビュー。『歓待』(2010)、『ほ
とりの朔子』(2013) などで出演兼プロデュー
サーを務め、『3 泊 4 日、5 時の鐘』においても、
出演とエグゼクティブ・プロデューサーを兼ね
ている。2016 年には長編初監督作品となる

『マンガ肉と僕』が公開。

※１２　小野光輔 (1963 ～ )
神奈川県生まれ、映画プロデューサー。和エ
ンタテインメント代表取締役。『３泊４日、５
時の鐘』ではコプロデューサーを務めている。
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出
町　
布
団
を
畳
む
の
も
そ
う
で
す
よ
ね
？

三
澤　
そ
う
、
布
団
を
重
ね
た
り
と
か
、
お
風
呂

場
の
掃
除
で
最
後
に
バ
ケ
ツ
の
水
が
流
れ
る
と

か
。
そ
う
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
蓄
積
し
て
い
く
と

い
う
。
世
織
先
生
が
仰
っ
た
「
再
帰
的
想
起
」
に

近
い
の
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
そ
う
い
っ
た
所
は

着
眼
点
と
し
て
あ
る
し
、
そ
の
考
え
は
結
構
楽
し

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の
映
画
は
、
表
面
的

に
は
、
旅
館
に
集
ま
っ
た
男
女
七
人
の
恋
愛
で
、

ち
ょ
っ
と
シ
ニ
カ
ル
な
刺
激
と
い
う
軽
い
タ
ッ

チ
。
そ
の
部
分
だ
け
で
楽
し
め
る
よ
う
に
し
た

か
っ
た
。
で
も
、「
イ
メ
ー
ジ
が
繋
が
っ
て
い
る
」

と
い
う
読
み
方
自
体
で
も
、
そ
の
作
品
の
構
造
が

わ
か
る
よ
う
な
映
画
を
目
指
し
ま
し
た
。「
重
な

る
」、「
積
み
重
な
っ
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
を
な

ぜ
入
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
い
ろ
ん
な
所
で
歴
史

が
積
み
重
な
っ
て
き
て
、
そ
れ
で
自
分
が
こ
こ
に

い
る
。
ま
た
、
自
分
も
一
つ
の
重
な
り
に
加
わ
る

と
い
う
こ
と
は
、
広
い
意
味
で
歴
史
っ
て
そ
う
だ

し
、
映
画
史
に
関
し
て
少
し
、
念
頭
に
置
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
い
か
に
時
間
の
経
過
の
中

で
自
分
が
映
画
の
文
化
と
い
う
か
、
こ
れ
か
ら
創

作
し
て
い
く
か
、
映
画
の
中
で
ど
う
や
っ
て
生
き

て
い
く
か
、
と
い
う
風
に
描
き
た
か
っ
た
の
も
あ

る
。（
考
古
学
の
学
生
の
）知
春
に
も
共
感
し
て
て
、

過
去
の
ピ
ー
ス
を
集
め
て
、
そ
の
形
を
創
造
す
る

と
い
う
の
は
ま
さ
に
自
分
が
映
画
に
対
し
て
や
っ

て
い
る
こ
と
と
一
緒
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ピ
ー
ス

を
組
み
合
わ
せ
て
自
分
に
と
っ
て
の
何
か
を
ま
た

一
つ
創
造
す
る
。
彼
に
と
っ
て
の
遺
跡
の
接
合
は

自
分
に
と
っ
て
の
映
画
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

…
…
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
自
分
で
言
う
の
は
何
か

嫌
な
ん
だ
け
ど
（
笑
）、
色
ん
な
映
画
監
督
の
作

品
の
１
作
目
に
は
、
映
画
そ
の
も
の
に
言
及
し
て

い
る
作
品
が
多
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う

考
え
を
持
っ
て
い
る
監
督
は
き
っ
と
電
車
を
入
れ

た
り
、
車
を
入
れ
た
り
と
か
、
映
画
が
始
ま
っ
た

ば
か
り
の
時
に
撮
っ
て
い
た
も
の
を
少
し
原
初
的

に
い
れ
た
く
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

出
町　
「
重
な
る
」
の
他
に
も
、「
バ
ラ
バ
ラ
」
と

い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
。

三
澤　
「
バ
ラ
バ
ラ
」
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、

ト
ラ
ン
プ
の
バ
バ
抜
き
の
場
面
な
ん
か
は
、
ペ
ア

に
な
ら
な
い
。
最
初
は
バ
ラ
バ
ラ
な
ん
だ
け
ど
、

そ
れ
を
接
合
と
い
う
か
、
ペ
ア
探
し
、
ペ
ア
を
作

る
と
い
う
の
を
、
小
物
以
外
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
人

物
同
士
で
も
い
れ
て
い
て
、「
あ
の
人
の
彼
女
に

会
い
た
い
」
と
か
、「
あ
の
人
と
仲
良
く
な
り
た

い
」
と
か
、カ
ッ
プ
ル
だ
け
じ
ゃ
な
く
、シ
ス
タ
ー

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
っ
ぽ
い
弟
と
か
、
み
ん
な
自
分

に
と
っ
て
の
「
ペ
ア
」
に
な
り
た
い
も
の
を
そ
れ

ぞ
れ
持
っ
て
い
る
。
で
も
そ
れ
は
、
基
本
的
に
は

重
な
ら
な
い
。
重
な
っ
た
と
し
て
も
、
ど
う
し
て

も
ど
こ
か
で
バ
バ
じ
ゃ
な
い
け
ど
、「
余
り
」
が

出
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
、
そ
れ
ぞ

れ
の
ペ
ア
を
探
す
の
だ
け
れ
ど
も
、
抽
象
的
だ
け

ど
、
映
画
が
も
う
一
つ
の
選
択
肢
を
与
え
て
く
れ

る
、
と
い
う
言
い
方
で
良
い
の
か
な
あ
。
映
画
の

中
で
中
学
生
が
作
文
を
読
む
く
だ
り
が
あ
っ
た
け

ど
、
恋
愛
で
異
性
同
士
が
必
ず
し
も
ペ
ア
に
な
る

わ
け
で
は
な
い
。
今
ま
で
「
当
た
り
前
」
だ
っ
た

も
の
を
一
回
取
り
払
っ
て
、
最
後
に
女
性
同
士
で

踊
る
と
言
う
こ
と
に
対
す
る
可
能
性
の
提
示
を
し

た
か
っ
た
。「
踊
る
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が

楽
し
い
よ
ね
、
と
い
う
話
で
す
。

ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
つ
い
て
―
―
凧
と
気
球

出
町　
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
は
ど
う
し
て
凧
を
あ
げ
る

シ
ー
ン
に
な
っ
た
の
で
す
か
？

三
澤　
最
後
の
締
め
は
凧
か
な
、
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
は
最
初
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
思
い
通
り
に
な
ら

な
い
こ
と
に
苛
立
つ
感
情
に
対
し
て
、
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
効
か
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
凧
は
、

風
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
効
か
な
い
も
の
で
、
そ
れ

を
愛
で
る
っ
て
い
う
（
笑
）。
そ
れ
は
、映
画
だ
っ

た
ら
撮
れ
る
、
ム
ー
ビ
ン
グ
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
。

　

あ
と
、『
ス
タ
ー
ダ
ス
ト
・
メ
モ
リ
ー
』（
※
16
）
っ

て
い
う
ウ
デ
ィ
・
ア
レ
ン
の
作
品
が
あ
っ
て
、
ほ
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ん
と
好
き
な
作
品
な
ん
で
す
け
ど
。
ご
覧
に
な
っ

た
こ
と
あ
り
ま
す
、『
ス
タ
ー
ダ
ス
ト
・
メ
モ

リ
ー
』
？

出
町　
あ
り
ま
す
。
宇
宙
人
と
か
Ｕ
Ｆ
Ｏ
と
か
が

出
て
く
る
…
…
。

三
澤　
あ
の
作
品
ほ
ん
と
う
に
好
き
な
ん
で
す
け

ど
、
ウ
デ
ィ
・
ア
レ
ン
の
作
品
の
中
で
は
か
な
り

変
わ
っ
た
映
画
な
ん
で
す
ね
。
ス
ト
レ
ー
ト
に
ス

ト
ー
リ
ー
が
行
か
な
い
し
、
い
き
な
り
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
要
素
が
出
て
き
た
り
。
そ
の
中
で
、
気
球
が

ウ
ワ
ー
ッ
て
上
が
る
シ
ー
ン
が
あ
る
ん
で
す
が
、

そ
の
直
前
の
シ
ー
ン
に
宇
宙
人
が
出
て
く
る
ん
で

す
。
ウ
デ
ィ
・
ア
レ
ン
が
映
画
監
督
役
な
ん
で
す

が
、
そ
の
ア
レ
ン
が
宇
宙
人
に
「
自
分
は
あ
ん
ま

り
映
画
に
向
い
て
る
と
は
思
わ
な
い
」
と
言
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
宇
宙
人
が
「
お
前
の
初
期
の
作

品
は
よ
か
っ
た
」
と
か
言
っ
て
（
笑
）、
映
画
監

督
と
し
て
は
ち
ょ
っ
と
嫌
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
。

で
も
最
後
に
、「
お
前
は
人
を
笑
わ
せ
る
こ
と
し

か
で
き
な
い
ん
だ
か
ら
、
や
る
こ
と
を
や
れ
」
っ

て
言
っ
て
、
宇
宙
船
に
乗
っ
て
飛
ん
で
い
く
音
が

す
る
。
ア
レ
ン
が
顔
を
見
上
げ
る
と
、
そ
れ
が
宇

宙
船
で
は
な
く
て
気
球
な
ん
で
す
。
そ
う
い
っ
た

未
知
の
も
の
に
一
つ
か
け
て
み
る
っ
て
い
う
と
こ

ろ
で
、「
あ
、
す
げ
え
良
い
な
」
っ
て
い
う
。
こ

れ
本
当
に
映
画
だ
な
、
っ
て
自
分
と
し
て
は
思
っ

た
か
ら
、
そ
れ
を
『
３
泊
４
日
、
５
時
の
鐘
』
に

引
き
付
け
て
言
う
と
、『
ム
ー
ン
ラ
イ
ト
・
セ
レ

ナ
ー
デ
』
も
そ
の
ま
ま
モ
ロ
に
使
う
っ
て
い
う

（
笑
）。
こ
の
曲
で
最
後
は
凧
を
あ
げ
る
。
自
分
の

作
品
の
中
で
、
モ
ロ
に
も
う
一
つ
の
作
品
が
、
自

分
に
と
っ
て
の
描
写
の
引
き
金
に
な
る
の
は
そ
の

部
分
で
す
ね
。
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
陣
か
ら
は
「
凧

な
ん
て
そ
ん
な
も
の
止
め
な
さ
い
、
時
間
も
な
い

の
に
、風
が
ど
う
吹
く
の
か
も
分
か
ら
な
い
の
に
」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
保
険
と
し
て
、
揚
げ

る
前
に
横
一
列
に
な
っ
て
、
な
ん
て
い
う
文
字
に

読
め
る
か
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
ち
ゃ
ん
と
見
せ

て
お
く
っ
て
い
う（
笑
）。「
お
め
で
と
う
」、っ
て
。

後
は
全
然
バ
ラ
バ
ラ
で
も
、
読
め
な
く
て
も
い
い

か
ら
。

出
町　
他
に
、
フ
ラ
ダ
ン
ス
と
か
チ
ー
ク
ダ
ン
ス

と
か
大
宴
会
の
ダ
ン
ス
シ
ー
ン
は
、
自
分
の
意
図

し
た
通
り
に
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
？ 

三
澤　
結
構
ぶ
っ
つ
け
本
番
に
近
い
で
す
け
れ
ど

も
、
フ
ラ
ダ
ン
ス
シ
ー
ン
は
地
元
の
フ
ラ
ダ
ン
ス

チ
ー
ム
で
、
茅
ケ
崎
と
ホ
ノ
ル
ル
が
姉
妹
都
市
に

な
っ
た
っ
て
い
う
の
も
、ヒ
ン
ト
と
し
て
あ
っ
て
。

あ
と
、
ハ
ワ
イ
ア
ン
カ
フ
ェ
み
た
い
な
と
こ
ろ
で

ラ
イ
ブ
や
っ
て
た
時
期
と
か
も
あ
っ
た
ん
で
、
知

り
合
い
に
ち
ょ
っ
と
声
を
か
け
ま
し
た
。そ
れ
と
、

歴
史
の
続
い
て
き
た
旅
館
の
長
女
が
最
後
に
別
の

国
の
人
と
結
婚
す
る
っ
て
い
う
の
も
面
白
い
か
な

と
思
い
ま
し
た
。

海
を
渡
っ
た
映
画
大
学
の
三
澤
監
督

出
町　
『
３
泊
４
日
、
５
時
の
鐘
』
を
完
成
さ
せ

て
か
ら
、海
外
か
ら
七
つ
の
映
画
祭
に
招
待
さ
れ
、

ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
国
際
映
画
祭
と
北
京
国
際
映
画
祭

で
脚
本
賞
を
取
ら
れ
ま
し
た
。
シ
ロ
ス
国
際
映
画

祭
で
最
優
秀
作
品
賞
。

三
澤　
次
は
台
湾
で
す
ね
、
台
湾
と
ハ
ワ
イ
と
フ

ラ
ン
ス
。
そ
れ
で
た
ぶ
ん
終
わ
り
で
す
ね
。

出
町　
映
画
祭
に
関
し
て
映
画
大
学
の
後
輩
達
に

伝
え
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
こ
と
が
あ
れ
ば
。

三
澤　
自
分
が
出
品
す
る
し
な
い
に
限
ら
ず
、
映

画
祭
へ
は
、
も
う
ち
ょ
っ
と
皆
行
っ
た
方
が
良
い

※１６　『スターダスト・メモリー』(1980)
ウディ・アレンが監督・脚本・主演を務めた映画。アレ
ン自身を彷彿とする映画監督が主人公で、現実と夢と
が入り乱れる。フェリーニの『8 1/2』(1963) を思わ
せる一本。作中に使用されている「ムーンライト・セレ
ナーデ」は、トロンボーン奏者のグレン・ミラーによっ
て作曲されたジャズの名曲である。
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の
で
は
と
思
い
ま
す
。
東
京
国
際
映
画
祭
で
も
山

形
国
際
で
も
、
他
の
国
内
の
映
画
祭
で
も
。
や
っ

ぱ
り
そ
こ
に
行
っ
て
映
画
観
て
、
そ
こ
で
作
り
手

と
話
が
出
来
る
。
別
に
作
品
を
出
さ
な
く
て
も
話

せ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
Ｑ
＆
Ａ
と
か
で
。
そ
う

い
う
の
っ
て
全
然
違
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
結
構
一

年
の
時
と
か
、
映
画
大
学
に
入
る
前
か
ら
足
を
運

ん
で
た
こ
と
は
大
き
か
っ
た
。
入
学
前
に
石
坂
先

生
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
ア
ラ
ブ
映
画
週

間
な
ど
で
石
坂
先
生
の
司
会
と
か
見
て
い
ま
し

た
。
全
然
そ
の
時
は
覚
え
て
な
か
っ
た
け
ど
、
前

の
チ
ラ
シ
と
か
み
て
、「
あ
、
あ
れ
石
坂
先
生
だ
っ

た
ん
だ
」
っ
て
。
足
運
ん
で
色
々
な
映
画
見
る
こ

と
。
関
心
が
あ
る
人
と
な
い
人
、
こ
れ
っ
て
結
構

は
っ
き
り
分
か
れ
る
の
か
な
、
っ
て
最
近
よ
く
思

う
ん
で
す
け
ど
ね
。
で
も
、
も
う
ち
ょ
っ
と
皆
観

に
行
っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す

ね
。

　

別
に
海
外
の
人
を
特
別
に
「
向
こ
う
の
人
は
す

ご
い
」
と
か
言
う
つ
も
り
は
全
然
な
い
の
で
す

が
、
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
が
あ
っ
て
、
バ
ッ
ク

グ
ラ
ウ
ン
ド
が
違
う
人
と
話
し
て
い
た
り
す
る

と
、
や
っ
ぱ
り
単
純
に
刺
激
受
け
る
じ
ゃ
な
い
で

す
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
喜
び
、
楽
し
い
と
思
え

る
か
ど
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
の
積
み
重
ね
な
気

が
す
る
。
そ
う
い
う
積
み
重
ね
が
自
分
の
今
の
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

出
町　
も
う
次
に
進
め
て
い
る
企
画
と
か
、
海
外

で
映
画
を
撮
影
す
る
と
か
も
あ
る
ん
で
す
か
？　

三
澤　
具
体
的
に
は
ま
だ
何
も
な
く
て
。
た
だ
、

シ
ロ
ス
国
際
映
画
祭
の
賞
金
は
何
も
な
い
ん
だ
け

れ
ど
、
2
作
目
の
ポ
ス
プ
ロ
を
ギ
リ
シ
ャ
で
出
来

る
権
利
と
い
う
の
が
あ
る
。
次
は
必
然
的
に
共
同

制
作
国
に
ギ
リ
シ
ャ
が
名
を
連
ね
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
、
っ
て
い
う
（
笑
）。
そ
れ
、
旅
費
出
る

の
か
と
か
ま
だ
全
然
確
認
で
き
て
い
な
い
け
ど
、

で
も
も
し
か
し
た
ら
ね
、
ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
（
※

17
）
と
か
と
同
じ
ス
タ
ジ
オ
と
か
使
え
る
か
も
し

れ
な
い
（
笑
）。

　

で
も
こ
れ
か
ら
、本
当
に
分
か
ら
な
い
で
す
ね
。

山
下
敦
弘
（
※
18
）
さ
ん
と
か
同
世
代
で
カ
メ
ラ
マ

ン
見
つ
け
た
り
、
同
期
の
人
た
ち
と
映
画
を
作
り

な
が
ら
上
っ
て
き
て
い
る
人
っ
て
い
て
。
僕
は
今

回
ベ
テ
ラ
ン
の
方
に
頼
り
す
ぎ
て
い
る
し
、
も
う

少
し
が
っ
ち
り
手
を
組
ん
で
制
作
す
る
相
方
み
た

い
な
人
を
在
学
中
に
探
さ
な
い
と
、
孤
独
死
す
る

可
能
性
が
あ
る
な
っ
て
い
う
風
に
思
っ
て
ま
す
。

新
し
く
入
っ
て
き
た
後
輩
で
撮
り
た
い
っ
て
学
生

が
い
る
っ
て
い
う
の
を
聞
い
て
い
て
、
そ
う
い
う

学
生
と
こ
れ
か
ら
情
報
交
換
出
来
た
ら
い
い
な
っ

て
思
っ
て
ま
す
。

出
町　
じ
ゃ
あ
最
後
に
、
理
論
コ
ー
ス
の
人
に
映

画
を
撮
っ
て
も
ら
い
た
い
、
撮
り
続
け
て
も
ら
い

た
い
っ
て
い
う
要
望
が
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
何

か
あ
れ
ば
。

三
澤　
理
論
コ
ー
ス
の
学
生
が
映
画
を
撮
る
っ
て

い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
１
期
生
の
コ
ー
ス
分
け

の
時
点
か
ら
、学
生
も
先
生
方
も「
理
論
だ
か
ら
っ

て
映
画
を
撮
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
わ
け
で
は
な
い
ん

だ
」
っ
て
い
う
こ
と
は
、
ず
っ
と
言
っ
て
い
た
こ

と
で
。
そ
れ
が
果
た
せ
た
っ
て
い
う
こ
と
は
、
新

し
い
創
作
に
対
す
る
選
択
肢
に
な
っ
て
良
か
っ
た

と
自
分
の
中
で
思
っ
て
い
ま
す
。作
品
を
作
っ
て
、

映
画
祭
に
出
品
し
て
そ
こ
で
上
映
さ
れ
る
っ
て
な

る
と
、
ま
た
違
っ
た
感
じ
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

ガ
ン
ガ
ン
外
に
行
く
と
鍛
え
ら
れ
ま
す
！

※１７　テオ・アンゲロプロス (1935 ～ 2012)
ギリシャの映画監督。代表作に『旅芸人の記録』(1975)。

『アレクサンダー大王』(1980) でヴェネチア映画祭グラ
ンプリを、『永遠と一日』(1998) ではカンヌ国際映画祭
のパルムドールを受賞している。2012 年 12 月、新作撮
影中にバイクにはねられ死去。

※１８　山下敦弘 (1976 ～ )
愛知県出身の映画監督。主な作品に『リンダ リンダ リン
ダ』(2005)、『天然コケッコー』(2007)など。2016 年には、

『オーバー・フェンス』と『ぼくのおじさん』の２本が公開
予定。

映画祭･受賞
第２５回シンガポール国際映画祭 Asian Vision 部門 ／ 第１４回マラケシュ国際映画祭コンペティション部門
第４４回ロッテルダム国際映画祭 Bright Future 部門 ／ 第１０回大阪アジアン映画祭コンペティション部門
HELSINKI CINE AASIA2015 ／ 第５回北京国際映画祭 注目未来部門 （最優秀脚本賞）
第１５回ニッポン･コネクション ニッポンヴィジョン部門 ／ 第３回シロス国際映画祭コンペティション部門 （最優秀作品賞）
第５２回台北金馬映画祭 Windows on Asia 部門 ／ 第３５回ハワイ国際映画祭｠Spotlight on Japan 部門
第３０回ベルフォール国際映画祭コンペティション部門

日本外国特派員協会での上映にて
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日本外国特派員協会での上映にて
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