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映
画
「
男
は
つ
ら
い
よ
」
の
シ

リ
ー
ズ
全
48
作
の
主
な
ロ
ケ
地
は
、

枕
崎
市
や
霧
島
市
、
瀬
戸
内
町
な

ど
全
国
で
約
１
２
０
市
町
村
に
の

ぼ
る
と
い
い
ま
す
。

　

山
田
洋
次
監
督
は
ロ
ケ
地
選
び

に
つ
い
て
、「
単
に
町
並
み
の
美
し

さ
だ
け
で
は
な
い
」
と
前
置
き
し
、

「
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
住

む
人
々
の
声
が
聞
こ
え
、
寅
さ
ん

が
そ
こ
に
い
て
も
不
思
議
で
な
い

町
」
と
話
し
て
い
ま
す
。

　

昔
の
日
本
は
外
国
か
ら
「
子
ど

も
の
楽
園
」
と
呼
ば
れ
、
き
ら
き

ら
し
た
目
の
子
ど
も
が
朝
か
ら
晩

ま
で
町
で
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
今

は
そ
の
姿
が
あ
り
ま
せ
ん
。
地
域

社
会
が
子
育
て
に
果
た
す
役
割
も

少
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

私
が
小
さ
い
こ
ろ
、
農
繁
期
に

は
学
校
が
休
み
に
な
り
、
大
人
に

交
じ
っ
て
田
植
え
や
芋
掘
り
を
手

伝
っ
た
も
の
で
す
。
社
会
の
一
員

と
し
て
自
覚
し
、
自
然
や
隣
人
に

関
心
を
持
ち
、
人
と
人
が
つ
な
が

っ
て
社
会
を
つ
く
り
、
自
分
を
育

て
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
た

も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
地
域
は
学

び
の
場
で
し
た
。
私
は
こ
れ
を
「
社

会
力
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

社
会
力
は
、
目
の
前
の
社
会
に

適
応
す
る
術す

べ

で
は
な
く
、
私
た
ち

の
社
会
が
生
き
残
っ
て
い
く
た
め

の
力
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

今
ま
さ
し
く
地
域
人
と
し
て
大
人

の
生
き
方
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

地
域
で
子
ど
も
を
育
て
る
た
め

に
は
、
自
分
の
子
ど
も
を
ど
う
す

る
か
よ
り
、
地
域
人
と
し
て
大
人

が
ど
う
動
く
か
が
大
事
で
す
。
地

域
や
家
庭
で
何
が
で
き
る
か
。
で

き
る
こ
と
を
、
で
き
る
部
分
か
ら
、

で
き
る
形
で
始
め
な
い
と
、
寅
さ

ん
の
ロ
ケ
地
に
は
な
り
え
な
い
で

し
ょ
う
。

　

山
田
洋
次
監
督
の
言
葉
に
、
地

域
社
会
の
役
割
を
考
え
た
い
も
の

で
す
。

指
宿
市
長
　
豊
留 

悦
男

映
画「
男
は
つ
ら
い
よ
」に
み
る

　
　
　
　
　
　  

地
域
の
風
景

魚見校区民による芋掘り
（11月13日）

　

西
多
羅
ヶ
迫
遺
跡
で
は
、
縄
文

時
代
の
地
層
の
下
に
、
旧
石
器
時

代
の
道
具
が
出
土
す
る
地
層
が
発

見
さ
れ
ま
し
た
。
旧
石
器
時
代
は
、

約
３
万
年
か
ら
１
万
３
千
年
前
ま

で
で
、
ま
だ
土
器
や
米
作
り
を
知

ら
な
か
っ
た
人
た
ち
が
暮
ら
し
て

い
た
時
代
で
す
。

　

旧
石
器
人
の
狩
り
の
獲
物
は
、

体
長
２
ｍ
を
超
え
る
ナ
ウ
マ
ン
ゾ

ウ
や
角
の
大
き
い
ニ
ホ
ン
ム
カ
シ

シ
カ
な
ど
で
す
。
旧
石
器
人
は
、

こ
の
大
き
な
獲
物
を
捕
ま
え
る
た

め
に
、
白
色
の
溶
結
凝
灰
岩
を
使

っ
て
石い

し
や
り槍
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　

西
多
羅
ヶ
迫
遺
跡
か
ら
は
、
石

槍
を
作
る
作
業
場
が
発
見
さ
れ
ま

し
た
。
拳
２
つ
ぐ
ら
い
の
大
き
さ

の
石
核
（
石
材
）
を
丸
い
石
で
た

た
い
て
、
石
槍
の
材
料
と
な
る
剥は

く

片へ
ん

を
何
枚
も
剥
離
し
て
い
ま
す
。

　

西
多
羅
ヶ
迫
遺
跡
か
ら
出
土
し

た
遺
物
の
整
理
作
業
の
結
果
、
石

槍
や
剥
片
、
石
核
な
ど
が
パ
ズ
ル

の
よ
う
に
接
合
さ
れ
、
当
時
の
作

り
方
を
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
れ
ら
接
合
し
た
石
槍
な

ど
か
ら
、
約
２
万
年
前
の
旧
石
器

人
の
技
術
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。

　

山
川
港
周
辺
の
民
家
の
庭
先
に
、

高
さ
や
胴
回
り
が
１
ｍ
は
あ
ろ
う

か
と
い
う
大
き
な
壺
を
見
掛
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
壺
は
、

か
つ
て
山
川
漬
を
作
る
際
に
使
わ

れ
て
い
た
も
の
で
す
。

　

中
世
の
こ
ろ
か
ら
国
際
貿
易
港

と
し
て
栄
え
た
山
川
港
に
は
多
く

の
唐
商
人
が
訪
れ
、
港
近
く
に
は

唐
人
町
と
呼
ば
れ
た
滞
在
地
が
あ

り
ま
し
た
。
山
川
漬
が
「
唐か
ら
つ
け漬

」

と
呼
ば
れ
る
の
は
、
漬
け
込
み
に

中
国
製
の
壺
を
使
っ
た
か
ら
だ
と

も
い
わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
製
法
は
独
特
で
、
繊
維
が

多
く
歯
ご
た
え
の
い
い
練
馬
大
根

を
泥
付
き
の
ま
ま
１
カ
月
ほ
ど
干

し
ま
す
。
泥
付
き
の
ま
ま
干
す
の

は
、
大
根
の
表
面
が
傷
む
の
を
防

ぐ
た
め
で
、
乾
燥
度
約
90
％
、
ネ

ク
タ
イ
の
よ
う
に
結
べ
る
程
度
に

し
な
び
た
ら
、
海
水
入
り
の
木
臼

に
入
れ
、
き
ね
で
つ
き
ま
す
。
こ

う
す
る
こ
と
で
泥
が
落
ち
、
柔
ら

か
く
な
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
海

水
で
洗
う
と
ま
ろ
や
か
な
味
に
仕

上
が
る
と
い
い
ま
す
。
乾
燥
後
、

塩
を
ま
ぶ
し
て
き
ね
で
つ
い
て
な

じ
ま
せ
、
底
に
す
の
こ
を
敷
い
た

壺
に
す
き
間
な
く
詰
め
込
み
ま
す
。

重
し
を
せ
ず
に
密
閉
し
て
数
カ
月

間
熟
成
さ
せ
る
と
、
独
特
の
風
味

と
甘
み
を
持
つ
香
ば
し
い
山
川
漬

が
出
来
上
が
り
ま
す
。

西に
し
た
ら
が
さ
こ

多
羅
ヶ
迫
遺
跡（
そ
の
②
）

石
器
の
製
作
場
と

 

特
産
品
を
生
み
出
す
大

つ
ぼ

いぶ
す
き

　

ま
る
ご
と
博
物
館（  

回
）
67

山
川
漬
用
の
大
壺

山川漬製造に使われていた壺

石槍の作り方が分かる接合
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