
あ
の
作
品
を
書
い
た
１
９
７
０
年
代
は
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
が
マ
イ
ホ
ー
ム
を
持
つ
こ
と
が
可

能
と
な
り
、
子
ど
も
が
大
学
へ
進
学
す
る
こ
と

が
ご
く
普
通
に
な
っ
て
き
た
時
代
で
す
。
夫
は

家
族
の
た
め
に
働
き
、
妻
は
家
事
や
子
育
て
に

専
念
す
る
役
割
分
業
が
確
立
し
、
こ
れ
が
最
も

安
定
感
の
あ
る
理
想
の
家
族
の
ス
タ
イ
ル
と
思

わ
れ
て
い
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
幻
想
に
過
ぎ
ず
、
妻
は

子
育
て
を
終
え
る
と
、
一
人
家
に
取
り
残
さ
れ

ま
す
。
息
子
は
学
校
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
塾
へ

通
い
、
娘
は
大
学
生
活
を
楽
し
み
、
夫
も
毎
晩

遅
い
の
で
、
妻
は
テ
レ
ビ
を
相
手
に
孤
独
な
一

日
を
過
ご
す
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
な
家
族
の
状
況
は
い
ま
と
あ
ま
り

変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
当
時
は

こ
う
し
た
妻
の
存
在
に
光
が
あ
て
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

ド
ラ
マ
で
は
、
孤
独
な
妻
が
、
何
と
か
自
分

の
時
間
を
持
と
う
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加

し
た
り
、
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
へ
通
っ
た
り

し
て
あ
が
き
ま
す
が
、
結
局
満
た
さ
れ
な
い
の

で
す
。
あ
の
ド
ラ
マ
を
書
い
た
動
機
の
一
つ
は
、

家
族
の
な
か
の
妻
の
孤
独
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て

た
か
っ
た
か
ら
で
す
。

た
し
か
に
家
族
を
支
え
て
き
た
枠
組
み
の
よ

う
な
も
の
は
揺
ら
い
で
い
る
と
思
い
ま
す
。
私

が
育
っ
た
頃
は
、
ま
だ
食
べ
る
こ
と
に
必
死
の

時
代
で
し
た
の
で
、
と
に
か
く
家
族
が
つ
な
が

っ
て
い
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
か
っ
た
。
そ

れ
が
生
活
が
豊
か
に
な
り
、
無
理
に
つ
な
が
ら

な
く
て
も
よ
く
な
っ
た
わ
け
で
す
。
家
族
崩
壊

と
言
わ
れ
る
背
景
に
は
、「
貧
し
さ
」
と
い
う
拘

束
力
が
な
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

な
か
に
は
、
そ
の
う
ち
家
族
は
な
く
な
っ
て

し
ま
う
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
い
ま
す
。
し
か
し
、

私
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ

な
ら
、
現
在
、
家
族
に
代
わ
り
得
る
も
の
が
な

い
か
ら
で
す
。

か
つ
て
は
「
お
国
の
た
め
」
と
い
っ
た
一
体

2

高
度
経
済
成
長
期
の
典
型
的
な
家
族
が
抱
え

る
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
た
『
岸
辺
の
ア
ル
バ

ム
』
は
、
当
時
衝
撃
的
な
作
品
だ
っ
た
と
思
う
の

で
す
が
、
こ
の
作
品
を
お
書
き
に
な
っ
た
動
機
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

ど
ん
な
時
代
に
も
「
理
想
の
家
族
像
」
な
ん
て
な
い
の
で
す
。

夫
婦
間
暴
力
、
児
童
虐
待
、
い
じ
め
や
少
年

犯
罪
な
ど
、
様
々
な
社
会
問
題
が
起
き
る
た
び

に
、
家
族
の
崩
壊
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
本
当

に
家
族
は
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
か
。

The In t e rv i ewThe In t e rv i ew
少子・高齢化が進む中、いま、家族のあり方が問われています。
男女共同参画の時代に入り、21世紀の家族はどう変わっていく
のでしょう。また、妻と夫はどんなパートナーシップを築いてい
ったらいいのでしょう。家族をテーマにした数々の作品で注目さ
れている脚本家の山田太一さんにうかがいました。

21世紀の
家族に伝えたい
メッセージ

人
間
の
持
っ
て
い
る
マ
イ
ナ
ス
面
を

認
め
あ
え
る
の
が
家
族
で
す
。

山
田
太
一
さ
ん



感
を
感
じ
る
大
き
な
共
同
体
が
あ
り
ま
し
た
が
、

い
ま
は
そ
う
思
え
る
人
は
ご
く
少
数
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
地
域
や
会
社
の
た
め
と
い
う
人
も
少
な

く
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
家
族
が
な
か
っ

た
ら
、
ま
る
ご
と
所
属
し
て
一
体
感
を
感
じ
る

と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で
す
。

私
は
こ
れ
か
ら
の
家
族
は
、
つ
な
が
っ
て
い

る
こ
と
を
安
ら
ぎ
と
感
じ
、
帰
る
と
ほ
っ
と
す
る

よ
う
な
感
情
集
団
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

社
会
的
な
つ
な
が
り
は
、
何
か
プ
ラ
ス
面
が

な
い
と
な
か
な
か
築
け
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
家

族
は
プ
ラ
ス
面
だ
け
で
決
し
て
つ
な
が
っ
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
家
族
は
否い

や

応お
う

な
し
の
関
係
だ
と
思
う
の

で
す
。
否
応
な
し
の
関
係
は
、
マ
イ
ナ
ス
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
家
族
で
は

む
し
ろ
救
い
だ
と
思
う
の
で
す
。
親
は
隣
の
子

よ
り
自
分
の
子
の
で
き
が
悪
く
て
も
取
り
替
え

よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
よ
う
も
な
い
か
ら

受
け
入
れ
る
し
か
な
い
。
こ
の
宿
命
性
が
救
い

に
な
る
の
で
す
。

人
間
は
こ
の
宿
命
性
を
認
め
な
く
て
は
い
け

ま
せ
ん
。
ど
ん
な
人
に
も
向
き
不
向
き
が
あ
り

ま
す
。
多
か
れ
少
な
か
れ
、
み
ん
な
マ
イ
ナ
ス

面
の
宿
命
を
抱
え
て
生
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

認
め
あ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
人
間
的
な
環
境

が
あ
る
わ
け
で
、
そ
う
し
た
こ
と
を
深
く
教
え

て
く
れ
る
の
が
家
族
だ
と
思
う
の
で
す
。

奈
良
の
唐
招
提
寺
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と
で

す
が
、
な
ん
と
周
り
は
老
夫
婦
ば
か
り
で
し
た
。

し
か
も
み
ん
な
同
じ
よ
う
な
服
装
で
。
も
ち
ろ

ん
、
両
方
で
楽
し
ん
で
い
る
夫
婦
も
い
る
で
し

ょ
う
が
、
き
っ
と
大
半
は
ど
ち
ら
か
が
我
慢
し

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

み
な
さ
ん
、
形
に
と
ら
わ
れ
過
ぎ
て
い
る
と

思
う
の
で
す
。
男
女
共
生
と
い
う
と
、
一
緒
に

何
か
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
込
ん
で
い

る
。
も
っ
と
一
人
で
楽
し
む
こ
と
も
覚
え
た
ほ

う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
片
方
が
自
立
し
て
生

き
れ
ば
、
も
う
片
方
も
楽
に
自
立
で
き
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

子
育
て
支
援
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

子
ど
も
を
持
た
な
い
と
い
う
選
択
も
認
め
ら
れ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
子
ど
も
を
産
み
育

て
る
と
い
う
営
み
は
、
社
会
の
軸
と
し
て
大
切

な
も
の
で
す
。

し
か
し
、
い
ま
の
社
会
は
経
済
中
心
で
す
。

お
金
を
稼
ぐ
と
い
う
こ
と
に
高
い
価
値
を
お
い

て
い
る
か
ら
、
女
性
が
一
人
前
の
扱
い
を
受
け

な
い
面
も
あ
る
の
で
す
。
も
っ
と
社
会
は
子
育

て
に
対
し
て
敬
意
を
払
う
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

敬
意
が
な
い
か
ら
、
子
育
て
中
の
女
性
は
「
私

の
人
生
こ
れ
で
い
い
の
か
し
ら
」
と
悩
み
、
そ

こ
だ
け
空
白
に
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う

の
で
す
。

私
は
最
終
的
に
家
族
は
や
は
り
手
放
せ
な
い

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

社
会
の
役
割
は
入
れ
替
え
可
能
な
も
の
が
大

半
で
す
が
、
家
族
は
違
い
ま
す
。
家
族
の
よ
う

に
不
合
理
な
も
の
、
自
分
で
選
択
で
き
な
い
も

の
の
中
に
、
本
当
の
幸
福
感
が
あ
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
の
選
択
で
き
な
い
家
族
こ
そ
、
人

間
の
宝
だ
と
思
い
ま
す
。
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こ
れ
か
ら
は
老
齢
期
の
夫
婦
の
あ
り
方
も
大
切

に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
特
に
会
社
中
心
に

生
き
て
き
た
男
性
は
、リ
タ
イ
ア
後
の
妻
と
の
関
係

づ
く
り
に
戸
惑
う
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
と
も
に

豊
か
な
老
後
を
送
る
に
は
、
ど
ん
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
を
築
い
て
い
っ
た
ら
よ
い
と
お
考
え
で
す
か
。

最
後
に
、
男
女
共
同
参
画
社
会
を
実
現
し
て

い
く
う
え
で
、
こ
れ
か
ら
の
家
族
に
必
要
な
こ
と

は
ど
ん
な
こ
と
か
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

プロフィール◆1934年生ま
れ。早稲田大学教育学部卒後、
松竹に入社。木下恵介氏の助
手を経て、1965年、フリーの
脚本家に。「岸辺のアルバム」
「ふぞろいの林檎たち」「男た
ちの旅路」などの話題作を手
掛ける。また、脚本のほかに
小説も発表。『異人たちとの夏』
（山本周五郎賞受賞）、『丘の上
の向日葵』『親にできるのはほ
んの少しばかりのこと』など
著書多数。

「
夫
婦
の
形
」
に
縛
ら
れ
す
ぎ
る
と
、

女
も
男
も
生
き
に
く
い
と
思
い
ま
す
。

家
族
は
「
個
」
の
集
ま
り
で
も
あ
り
ま
す
。
家

族
に
安
ら
ぎ
を
求
め
る
一
方
で
、「
個
」
の
生
き

山田さんのお話をうかがって 通信員◆相馬　匡さん

家族のなかの「自分」を
見つめ直す

私
も
定
年
ま
で
仕
事
に
追
わ
れ
、
な

か
な
か
家
族
と
か
か
わ
る
時
間
が
思
う

よ
う
に
持
て
な
か
っ
た
一
人
で
す
。

「
会
社
は
業
績
が
よ
く
な
い
と
、
簡

単
に
人
間
を
リ
ス
ト
ラ
で
き
ま
す
が
、

家
族
は
で
き
が
悪
く
て
も
見
放
す
わ
け

に
は
い
か
な
い
」
と
淡
々
と
語
る
山
田

さ
ん
の
言
葉
か
ら
、
家
族
の
持
っ
て
い

る
存
在
価
値
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た

と
同
時
に
、
家
族
の
中
の
「
個
」
の
生

き
方
に
つ
い
て
も
見
つ
め
直
し
て
み
る

こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

特
に
私
た
ち
定
年
を
迎
え
た
世
代
が

直
面
し
て
い
る
夫
婦
関
係
に
お
い
て
、

生
き
甲
斐
に
向
か
っ
て
お
互
い
が「
個
」

と
し
て
自
立
す
る
こ
と
。
特
に
夫
は
家

事
な
ど
は
妻
に
依
存
し
な
い
よ
う
、
そ

し
て
で
き
る
限
り
妻
の
邪
魔
を
せ
ず
、

自
由
を
尊
重
す
る
よ
う
生
活
を
改
め
る

べ
き
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

方
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
、
家
族
の
存
在
が
わ

ず
ら
わ
し
く
な
っ
た
り
、
不
満
も
出
て
く
る
と
思

う
の
で
す
が
…
…
…
。

※通信員：公募により「You＆Me～夢～」の編集に関わっている市民です。


