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二
〇
〇
三
年
以
来
約
八
年
間
、
三
十
三
回
に
わ
た
り
三
十
四
本
の

映
画
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
か
な
り
偏
見
が
あ
り
、
そ
の
上
文
章

表
現
も
つ
た
な
い
私
の
映
画
評
論
を
長
い
間
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
読

者
の
皆
さ
ま
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
連
載
の
対
象
と
な

る
よ
う
な
鉄
道
映
画
が
全
く
無
く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
主
要
な
も
の
は
取
り
上
げ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
今
回
と
次
回
は
、
な
ぜ
こ
の
映
画
を
取
り
上
げ
な
い

の
か
と
い
っ
た
読
者
の
皆
さ
ま
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
を
中
心
に

「
鉄
道
と
映
画
」
を
レ
ビ
ュ
ー
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ご
紹
介
す
る
対
象
と
し
た
映
画
は
、
単
に
名
画
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、
鉄
道
が
映
画
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
か
つ
鉄
道
が

登
場
す
る
シ
ー
ン
が
印
象
的
な
も
の
を
選
び
ま
し
た
。
た
だ
し
、
い

ず
れ
も
私
の
目
で
見
た
評
価
で
す
か
ら
、
相
当
に
主
観
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
ま
す
。
例
え
名
画
で
あ
っ
て
鉄
道
が
登

場
す
る
シ
ー
ン
が
印
象
的
で
あ
っ
て
も
、
鉄
道
が
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
は
、
迷
っ
た
末
に
外
し
ま
し

た
。
例
え
ば
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
ー
ニ
の
名
作
「
情

事
」
で
す
。
主
役
の
モ
ニ
カ
・
ヴ
ィ
ッ
テ
ィ
が
鉄
道
か
ら
身
を
乗
り

出
す
シ
ー
ン
な
ど
実
に
印
象
的
で
す
が
、
映
画
全
体
か
ら
見
る
と
鉄

道
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
、
外
し
ま
し
た
。
同
様
に
フ
ェ
デ
リ
コ
・
フ
ェ
リ
ー
ニ
の
傑

作
「
青
春
群
像
」。
最
後
に
主
人
公
が
鉄
道
で
故
郷
の
町
を
離
れ
る

場
面
、
非
常
に
よ
く
で
き
た
シ
ー
ン
で
す
が
、
鉄
道
が
登
場
す
る
の

は
こ
の
最
後
の
場
面
だ
け
な
の
で
、
大
変
迷
っ
た
末
、
や
は
り
見
送

り
ま
し
た
。
ほ
か
に
も
ビ
ク
ト
ル
・
エ
リ
セ
の
「
ミ
ツ
バ
チ
の
さ
さ
や

き
」
な
ど
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
対
象
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
方
、
ポ
ー
ル
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
と
ロ
バ
ー
ト
・
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
が
素

晴
ら
し
い
演
技
を
見
せ
た
「
ス
テ
ィ
ン
グ
」
は
、
鉄
道
が
詐
欺
の
重

要
な
舞
台
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
編
集
部
の
方
か
ら
も
推
薦
さ

れ
、
ず
い
ぶ
ん
迷
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
シ
ー
ン
で
鉄
道
が
印
象

的
で
あ
っ
た
か
と
自
問
す
る
と
、
必
ず
し
も
印
象
的
と
は
言
え
な
い

と
考
え
、
や
は
り
外
し
ま
し
た
。
ま
た
、
松
本
清
張
原
作
、
野
村
芳

太
郎
監
督
の
「
張
り
込
み
」。
前
半
に
出
て
く
る
刑
事
た
ち
が
夜
行

列
車
に
乗
っ
て
東
京
か
ら
九
州
へ
行
く
場
面
、
昭
和
三
十
年
代
前
半

の
長
距
離
鉄
道
の
様
子
が
実
に
良
く
撮
れ
て
い
た
し
、
映
画
も
傑
作

と
は
言
え
な
い
が
佳
作
と
考
え
、
取
り
上
げ
よ
う
と
思
い
、
何
回
か

Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
見
て
い
る
う
ち
に
果
た
し
て
重
要
な
シ
ー
ン
か
否
か
迷
う

よ
う
に
な
り
、
と
り
あ
え
ず
取
り
上
げ
る
の
を
見
合
わ
せ
ま
し
た
。

次
に
、
鉄
道
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
か
つ
鉄
道
シ
ー
ン
の
印

象
が
強
く
て
も
、
映
画
自
体
が
名
作
、
傑
作
、
佳
作
に
当
た
ら
な
い

も
の
は
除
外
し
ま
し
た
。
こ
の
範
疇
に
属
す
る
典
型
的
な
も
の
は
、

ハ
リ
ウ
ッ
ド
製
の
鉄
道
を
舞
台
に
し
た
冒
険
活
劇
で
す
。「
暴
走
列

車
」「
カ
サ
ン
ド
ラ
・
ク
ロ
ス
」「
軍
用
列
車
」「
北
西
戦
線
」、
最
近

で
は
「
ア
ン
ス
ト
ッ
パ
ブ
ル
」
な
ど
で
す
。
い
ず
れ
も
時
間
を
割
い

て
み
る
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か
と
考
え
る
と
イ
エ
ス
と
は
言
い
難
い

と
思
い
ま
す
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の

ア
ク
シ
ョ
ン
映
画
を
こ
と
さ
ら

高
く
評
価
し
て
は
い
ま
せ
ん
が
、

軽
蔑
し
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
が
証
拠
に
は

「
サ
ブ
ウ
ェ
イ
・
パ
ニ
ッ
ク
」
や

「
北
国
の
帝
王
」
な
ど
は
佳
作
と

考
え
、
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

迷
っ
た
の
は
「
フ
レ
ン
チ
・
コ

ネ
ク
シ
ョ
ン
」
で
す
。
こ
の
映

画
の
サ
ブ
ウ
ェ
イ
を
舞
台
に
し

た
ア
ク
シ
ョ
ン
は
迫
力
が
あ
る

し
、
ジ
ー
ン
・
ハ
ッ
ク
マ
ン
演

ず
る
ポ
パ
イ
刑
事
は
魅
力
的
で

し
た
。
今
に
し
て
み
れ
ば
取
り

上
げ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
次
号
に
続
く
）

文・羽生次郎
text by  Jiro HANYU
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。
現在は公益財団法人笹川平和財団・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。

連
載
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
　
前
編

34

鉄
道
と
映
画


