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今
回
は
、
二
〇
〇
一
年
に
製
作
さ
れ
た
比
較
的
新
し
い
鉄
道
映
画
「
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー 

あ
る
鉄
道
員
の
物
語
」
を
紹
介
す
る
。
監
督
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
独
立
に
伴
う
悲
劇
を
描

い
た
「
麦
の
穂
を
ゆ
ら
す
風
」
で
二
〇
〇
六
年
カ
ン
ヌ
映
画
祭
パ
ル
ム
ド
ー
ル（
最
優
秀

作
品
賞
）
を
と
っ
た
ケ
ン
・
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
ケ
ン
・
ロ
ー
チ
は
、
以
前
に
も
触
れ
た
こ
と

が
あ
る
が
、市
場
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
権
威
主
義
等
か
ら
生
ず
る
非
人
間
性
に
極

め
て
批
判
的
な
正
義
感
の
強
い
社
会
派
監
督
と
し
て
知
ら
れ
、出
世
作
の
「
ケ
ス
」
や
「
自

由
と
大
地
」
な
ど
の
傑
作
を
撮
っ
て
き
た
英
国
映
画
界
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
本
作
品
で

は
、
市
場
主
義
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
彼
の
特
徴
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

何
と
い
っ
て
も
本
作
品
で
特
筆
す
べ
き
は
、
対
象
が
保
線
の
労
働
者
で
あ
る
こ
と
で

あ
り
、
数
あ
る
鉄
道
映
画
の
中
で
も
、
鉄
道
の
保
線
を
扱
っ
た
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
ご
承
知
の
通
り
、
英
国
国
鉄
は
一
九
九
三
年
に
民
営
化
さ
れ
た
が
、
日
本
の

場
合
と
異
な
り
、
民
営
化
後
も
鉄
道
の
不
効
率
性
や
安
全
性
を
含
む
低
い
信
頼
度
は
改

ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
必
ず
し
も
成
功
し
な
か
っ
た
民
営
化
を
、
労
働
者
側
か
ら
批
判

的
に
撮
っ
た
の
が
「
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
」
で
あ
る
。
日
本
で
は
五
～
六
年
前
に
同
じ
監
督
の

「ナビゲーター 　   」

男たちの仕事への誇り、家族への愛。
鉄道労働者たちの日常をリアルに描く。

1946 年東京生まれ、69 年東大経済卒、
同年運輸省入省、人事課長、運輸審議
官等を経て、2002 年 8 月国土交通審議
官を退官。現在は財団法人運輸政策研
究機構・会長を務める。フィルム･コミッ
ション（FC）への取り組みなど、映画へ深
い情熱を注ぐ。
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「
ブ
レ
ッ
ド
＆
ロ
ー
ズ
」
と
共
に
公
開
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
ち
ら
の
方
は
、
あ
ま

り
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

ス
ト
ー
リ
ー
は
、
英
国
国
鉄
が
民
営
化
さ
れ
た
際
、
保
線
部
門
は
分
割
さ
れ
た

上
、
鉄
道
運
営
会
社
か
ら
独
立
し
た
民
間
会
社
と
し
て
発
足
し
た
と
こ
ろ
か
ら

始
ま
る
。
民
営
化
に
伴
い
、
従
来
の
労
働
協
約
は
反
故
と
な
り
、
労
働
環
境
は

悪
化
し
、合
理
化
が
強
ま
る
。
こ
れ
に
反
発
し
て
会
社
を
辞
め
た
保
線
労
働
者
も
、

結
局
行
き
場
が
無
く
、
下
請
け
と
し
て
以
前
よ
り
は
る
か
に
悪
化
し
た
環
境
で

保
線
の
仕
事
を
請
け
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
国
鉄
で
一
緒
で
あ
っ
た
仲
間
同
士

が
偶
然
働
く
こ
と
に
な
っ
た
信
号
設
置
の
仕
事
で
、
事
故
が
発
生
す
る
。
か
つ

て
安
全
第
一
を
旨
と
し
た
仲
間
た
ち
は
、
い
か
に
こ
の
事
故
に
対
処
す
る
の
か
。

こ
の
映
画
の
優
れ
た
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
ケ
ン
・
ロ
ー
チ
の
観
客
を
引
き
込

ん
で
い
く
手
法
で
あ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
が
冴
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
脚
本
を
書
い

た
ロ
ブ
・
ド
ー
バ
ー
自
身
が
英
国
国
鉄
に
勤
務
し
、
そ
の
体
験
を
基
に
し
て
い

る
だ
け
に
、
保
線
要
員
の
人
た
ち
の
日
常
の
会
話
や
思
考
が
い
き
い
き
と
し
て

お
り
、
ユ
ー
モ
ア
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
一
方
、
こ
れ
も
彼
の
映
画
の
優
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
と
こ
ろ
は
い
さ
さ
か
も
無
い
。

八
十
年
代
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
経
済
の
効
率
化
や
自

由
化
が
、
英
国
病
と
ま
で
言
わ
れ
た
当
時
の
経
済
状
況
を
一
変
し
、
現
在
に
至

る
経
済
的
な
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
ま
で

英
国
に
存
在
し
た
牧
歌
的
な
労
働
環
境
や
地
方
の
生
活
を
破
壊
し
た
こ
と
も
や

は
り
事
実
で
あ
り
、
こ
の
様
子
は
、
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て

の
英
国
映
画
「
フ
ル
・
モ
ン
テ
ィ
」、「
ブ
ラ
ス
！
」、「
リ
ト
ル
・
ダ
ン
サ
ー
」
等

に
背
景
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。「
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
」
が
こ
れ
ら
の
映
画
と
決
定

的
に
異
な
る
点
は
、
前
者
が
古
き
よ
き
時
代
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
感
じ
つ
つ
も
、

市
場
主
義
を
受
け
入
れ
た
後
の
状
況
に
、
若
い
世
代
が
新
し
い
感
性
で
対
処
し

て
い
く
様
子
を
主
題
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
作
品
は
、
市
場
万
能
主
義
の

否
定
的
な
影
響
が
次
の
世
代
ま
で
蝕
ん
で
い
く
こ
と
を
主
題
と
し
て
お
り
、
ラ

ス
ト
シ
ー
ン
は
一
見
穏
や
か
で
あ
る
が
、
問
い
か
け
て
く
る
と
こ
ろ
は
「
フ
ル
・

モ
ン
テ
ィ
」
等
の
比
で
は
な
い
。
あ
る
意
味
で
は
、
現
在
の
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
の
考
え
に
も
通
じ
る
大
変
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
市
場
万
能
主
義
を
否
定

す
る
映
画
と
言
え
よ
う
。
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