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報告書:REPORT

参 匹口OKYO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

会 期 ：2008 年10 月18 日 （土 ）～10 月24 日 （金 ）

会 場 ：六本 木ヒ ル ズ 十Bunkamura  (渋 谷 ）

主 催： 文化 庁

ユニ ジ ャパン （ 財団 法人 日 本映 像国 際 振 興協 会 ）

共 催： コミ ュニ テ ィシ ネマ 支 援セ ンタ ー

全国 フ ィル ム・ コミ ッ ショ ン連 絡 協議 会

Dates: October 18, 2008  [Sat] ― October 24, 2008  [Fri]
Venues: Roppongi Hills + Bunkamura (Shibuya)
Organized by: Agency for Cultural Affairs (Bunka-Cho)

UNIJAPAN  (Japan Association for the International Promotion of the Moving Image)
Co-organized by: Japan Community Cinema Center

Japan  Film Commission Promotion Council
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文化庁映画週間
Bunka-Cho  Film  Week  2008

Here cThere

公 式 報 告 書

Official Report

文化庁では、魅力ある日本映画の製作支援、配給・上映の促

進、人材の育 成など、さまざまな観点 から日本映画の振興施策

に取り 組んでい ます。 その一環として、「映画」 をあら ゆる角

度から取り上 げる 「文化庁 映画週間」を東京国際映画祭期間中

に開 催し、「映画」に関 わる多く の方 々に映画祭に参加いた だ

く機会を提供してい ますo

今回、5 回目となる 「文化 庁映画週間」 は、優 れた文化記録

映画作品および永年に渡り日本映 画を支えてこ られた方 々を顕

彰する 「文化庁映画賞贈呈式」 や受賞作品による「受賞 記念上

映会」をはじめ、映画が持つ魅力 を幅広く伝える「映 画人の視

点　Director's Angle」、 国内外 の映画 人によ る各種 「コ ンベ

ンション」を実施し ました。

The  Agency  for Cultural Affairs (Bunka-Cho)  supports the promotion

of Japanese films from  various viewpoints, including supporting film

production, facilitating distribution and  exhibition, as well as human

resource development.  As  part of such efforts, Bunka-Cho  holds the

"Bunka-Cho  Film Week"  during the period of the Tokyo  International

Film  Festival. It considers "films" from  multiple angles and  provides

opportunities for many  people  involved with "films" to participate in

the Film Festival.

This  year, at the 5th occasion  of the Bunka-Cho  Film  Week,  the

following  events  were  held:  an  awards  presentation  ceremony

to commend  excellent  documentaries  and  individuals  who  have

supported  Japanese films for many  years; commemorative  screenings

for prize winners; "Director's Angle"  to show  the attraction of films

more  widely; and  "conventions"  with filmmakers  both from  Japan

and  abroad.

2009 年3 月

March, 2009
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2　Bunka-Cho Film Week 2008
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第5 回文化庁 全国映画祭コンベンション

「住みたい街、行きたい映画館

～コミュニティ、文化、映画について考える～」

10 月23 日（木）

第6 回文 化庁 全国フィルムコミッション・コンベンション

(｢ジャパン･ロケーション･マーケット2008｣ 共同 企 画)

｢アニ メ ーシ ョンmeets ロ ケ ーシ ョン

～風 景、 キ ャラ ク ター、 ス ト ーリ ー～｣

10 月21 日( 火)

Bunka-Cho  Film Festival Convention 2008

"Desirable town and desirable cinema:

Consider  community, culture and films"

Oct.23 (Thu)

Bunka-Cho  Film Commission  Convention 2008

(Collaboration Program  with Japan  Location

Market  2008)

"Animation  meets  Locations

- Scenes, Characters, and Stories

Oct.21 (Tue)

BunkﾛｰCho Film Week 2008　　3



「第5 回文化庁映画週間-Here  & There」ポスター

“Bunka-Cho Film Week 2008 -Here &  There” Poster
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平成20 年度

第6 回文化庁映 画賞　The 6th Bunka-Cho Film Awards 2008

主 催 ：文 化 庁

Organized by Agency for  Cultural Affairs (Bunka-Cho)

文化庁 映画賞 （優れた文化 記録映画作品 を表 彰する文化 記録

映 画部門3 作品 および映画界 で顕 著な業 績を挙げ た者を顕 彰

する映画功労部 門5 名）の贈 呈式は10 月18 日に開 催され た。

また翌10 月19 日に は文化 記録 映画 部門 受賞作 品 の記念上

映 会が開か れてい る。

［文化庁映 画賞贈呈式］

【日時】2008 年10 月18 日（土）19 時30 分 ～

【会場】 六本木ヒルズ 「グラ ンドハ イアット東京」

［文化庁映 画賞受賞記念上 映会］

【日時】2008 年10 月19 日（日）11 時10 分 ～

【会場】Bunkamura  Tル・シ ネマ1 」

The awards presentation of the Bunka-Cho Film Awards (5

individuals for the Film Merit Category, which  recognizes the

outstandii]g achievements of those working in the film industry

as we 】l as 3 films for the Documentary Film Category, which

recognizes outstanding cultural documentary ti 】ms) took place on

October  IB. Commemorative screenings of the award-winning

films were held on October 19.

[Presentation Ceremony]

Date Ocl.18 ，2008(Sat)19:30

Venue Grand Hyatt Tokyo, Roppongi Hil]s

[Commemorative Screenings]

Date Oct.  19, 2008  (Sun)  11:10

Venue Le Cinema l ， Bunkamura

[写真上]

＜前段左より＞

今泉文子氏、藤田修平氏、

迫本淳一氏(JAPAN 国際

コンテンツフェスティバル

2008 副委員長}､青木 保氏

(文化庁長官)、依田 巽氏

(第21 回 東京国際映画 祭

チェアマン)、清木 孝悦氏

(文化庁文化部長)、

長田千鶴子氏

＜後段左より＞

由井 英氏、佐々木志郎氏、

岩 木保夫 氏、井 上 章氏、

萩原憲治氏

[写真下]

＜左より＞

贈呈式で挨拶をする、迫本

淳 一氏(JAPAN 国際コン

テンツフェスティバル2008

副 委 員 長) 、 青 木 保 氏

(文化庁長官)、依田 巽氏

(第21 回東京国際映画祭

チェアマン)

Bunka･Cho Film Week 2008　5
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■平成20 年度（第6 回）文化庁映画賞　受賞一覧

The  6th  Bunka-Cho  Film  Awards  2008  Winners

文化庁では、我が国の映画の向上とその発展に

資するため、文化庁映画賞として、優れた文化記

録映画作品（文化記録映画部門）および我が国の

映画界で顕著な業績を挙げた者（映画功労部門）

に対する顕彰を実施している。

それぞれの選考委員会における慎重な審査の結

果、文化記録映画部門では3 作品（文化記録映

画大賞1 作品、文化記録映画優秀賞2 作品）を

受賞作品として決定し、各作品の製作団体に対し

て文化庁映画賞として賞状および賞金（文化記録

映画大賞200 万円､文化記録映画優秀賞100 万円）

が贈られた。また映画功労部門では5 名が選定

され、受賞者に対して文化庁長官から文化庁映画

賞が贈られた。

[文化記録映画大賞]

『緑の海平線 ～台湾少年工の物語～』

監督：郭亮吟
製作：藤田修平

[文化記録映画優秀賞]

『オオカミの護符
一里びとと山びとのあわいにー』

監督：由井英
製作：株式会社ささらプロダクション

『十歳のきみへ　いのちの授業』

監督：今泉文子
製作:U.N.Li mi ted

井上 章　　 （映画美術）

岩木保央　 （映画照明）

長田千鶴子 （映画編集）

佐々木志郎 （映画企画）

萩原憲治　 （映画撮影）

The  Agency  for  Cultural  Affairs  (Bunka-Cho)  has

established  the  Bunka-Cho  Film  Awards  in  order

to contribute  to  the  progress  and  the  development

of  Japanese  film. There  are  two  awards:  one  is the

Documentary  Film  Category,  which  recognizes

outstanding  cultural documentary  films. The  other  is

the  Film  Merit  Category,  which  recognizes  those  who

have  contributed  greatly to Japanese  cinema.

Based  on  the  deliberations  of  the respective  selection

committees,  in  the  Documentary  Film  Category

there  were  three  films  that  received  awards  (one

for  the  Documentary  Grand  Prize  and  two  for  the

Documentary  Award).  Each  film's producer  was  given

a  certificate of  merit and  a cash  prize (2,000,000  yen

for  the  Grand  Prize  and  1,000,000  yen  each  for  the

other  two).  In  the  Film  Merit  Category,  five people

were  selected  and  given  awards  by  the  chief  of the

Agency  for Cultural Affairs.

Documentary  Grand  Prize

SHONENKO

Director: Liang Yin Kuo
Producer: Shuhei Fujita

Documentary  Award

The  Wolf  Talisman

where  town  and  mountain  meet

Director: SuguruYui

Production company: SASALA  PRODUCTION,  INC.

To  my  young  and  hopeful  friend

-My  talk  to the  children  on  life-

Director: Ayako Imaizumi

Production company: U.N.Limited

Akira  Inoue (Production Designer)

Yasuo  Iwaki (Film Lighting)

Chizuko  Osada  (Film Editor)

Shiro Sasaki (Planning)

Kenji Hagiwara  (Cinematographer)

［文化記録映 画部門］

大久保 正　 （前社団法人映像文化製作者連盟事務局長）

清水浩之　 （ゆふいん文化・記録映画祭コーディネーター）

寺本直未　 （映画評論家／映像制作）

福井康雄　 （短編映像プロデューサー／

元メディア教育開発センター教授）

山名 泉　　 （社団法人日本映画テレビ技術協会理事）

山本克己　 （映像制作アドバイザー／映像評論家）

吉原順平　 （映像・展示プランナー）

［映画 功労部門］

兼松熈太郎 （協同組合日本映画撮影監督協会理事長）

黒井和男　 （シネマ・インヴェストメント株式会社 代表取締役会長）

小藤田千栄子（映画・演劇評論家）

白鳥あかね （協同組合日本シナリオ作家協会理事）

新坂純一　 （社団法人日本映画製作者連盟事務局長）

6　Bunka-Cho Film Week 2008

Documentary  Film Category

Tadashi Okubo  (Former Secretary General, Japan Association of

Audiovisual Producers, Inc.)

Hiroyuki Shimizu (Coordinator,
YUFUIN  BUNKA  KIROKU  FILM  FESTIVAL)

Naomi  Teramoto (Film Critic / Film Producer)

Yasuo  Fukui (Short Film Producer / Former Professor,

National Institute of Multimedia Education)

Izumi  Yamana  (Director, Motion Picture and Television
Engineering Society of Japan, Inc.)

Katsumi  Yamamoto  (Film Production Advisor / Visual Arts Critic)

Junpei Yoshihara (Film & Exhibition Planner)

Film  Merit Category

Kitaro Kanematsu  (Director, Japanese Society of Cinematographers)

Kazuo  Kuroi (Chairman, Cinema  Investment Corporation)

Chieko Kotouda (Film & Drama  Critic)

Akane  Shiratori (Director, Japan Writers Guild)

Junichi Shinsaka (Secretary General, Motion Picture
Producers Association of Japan, Inc.)

゛2 に,恕 がFilm

 Awards:  Winner･。。f the Film Merit  C
。,。9．。y　　　　　　　　　　l

◆文化庁映画賞　文化記録映画部門受賞作
Bunka-Cho Film Awards:Winners of the Documentary Film Category

◆平成20年度（第6回）文化庁映画賞　選考委員　The 6th Bunka-Cho Film Awards 2008 Selection Committee
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平成20 年度（第6 回）文化庁映画賞　贈賞理由

The  6th Bunka-Cho  Film Awards  2008: Selection  Committee  Comments

Documentary  Grand Prize

『緑 の 海 平 線

～ 台 湾 少 年 工 の 物 語 ～ 』

(2007年／60分)

監督:郭亮吟
製作:藤田修平

SHONENKO

(2007/60min.)

Director: Liang  Yin Kuo

Producer:  Shuhei  Fujita

【贈賞 理由 】

第 二 次世 界 大戦 中、 神 奈川 県 大和 の 海 軍工 廠 に派 遣 さ

れ、 軍 用機 の 製造 に従 事 し た約8 千人 の 台湾 人 少年 た ち

の 「忘 れら れた歴 史」 を 、 日本 人プ ロ デ ュ ーサ ーと 台湾

人監 督 の共 同 制 作 で 丹念 に 掘り 起 こ し た労 作。4 年 の歳

月を かけて 数 十人 の 関係 者 の証 言 を集 め、 現 存 する 文献

や映 像 資料 と共 に丁 寧 に編 集構 成 す るこ とで 、 日本 ・ 台

湾・ そ して 中国 大陸 を往 還 す る歴 史の 多面 性 を 見つ め直

す「青春 群 像記」に まと め上 げ た手腕 を 高く 評価 し たい 。

（清 水 浩之 ）

Selection  Committee  Comments

This  collaborative  effort  between  a  Taiwanese  director

and  Japanese  producer  painstakingly  details the  "forgotten

history"  of the approximately  8,000  young  Taiwanese  sent to

a  Japanese  Naval  factory in Yamato,  Kanagawa  Prefecture  to

make  warplanes  during  World  War  II. The  filmmakers  spent

four  years  collecting  together  the  testimonies  of  dozens  of

the involved,  and  this film respectfully  edits those  interviews

together  with  extant  documents  and  images  of  the  time  to

present  a multi-faceted  approach  of  a historical  tale which

jets back  and  forth  among  Japan,  Taiwan  and  the  Chinese

mainland.  This  apt  reexamination  of  the classic "coming-of-

age"  story is worthy  of the highest praise.

(Hiroyuki  Shimizu)
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賞状を受け取る藤田修平プロデューサー
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The  6th Bunka-Cho  Film Awards  2008: Selection  Committee  Comments

文化記録映画優秀賞　Documentary Award

『 オ オ カ ミ の 護 符

一 里 び と と 山 び と の

あ わ い に ー 』 〔2007年/  114分〕

監督: 由井 英

製作: 株式会社ささらプロダクション

Bunk 。-Cho Film Week 2008

賞状を受け取る由井英監督

The  Wolf  Talisman

where  town  and  mountain  meet

(2007/114min.)

Director: Suguru Yui

Production company: SASALA PRODUCTION, INC.

【贈賞 理由 】

東 京 近郊 、 今で は すっ かり 新 興住 宅 地 に囲 ま れた|日家

の土 蔵 に 貼 ら れ た一 枚 の 「 お犬 さ まの 護 符」。 260 年 以

上も 続 く 地域 の山 岳 信仰 一 御 嶽講 （みた けこ う） を 探る

旅 は、 かつ て ニ ホン オ オカ ミ が棲 ん だ関 東周 辺の 山 々 と

里 との 間 に、 素朴 な信仰 を 介 し た人 々の 絆 があ っ たこ と

を 発 掘して ゆく。 身近 な日常 に息づく民 俗 に 着目し、 そ の

古 層 を掘 り深 め よ うと す る率 直 な姿 勢 は、失 われつ つ あ

る 習 俗を 新鮮 な驚 き と共 に暖 か みを もっ て描 き だし た。

（大久 保 正 ）

Selection  Committee  Comments

In  the  suburbs  of  Tokyo,  a  developing  residential  area

surrounds  the  storehouse  of  one  of  the town's  oldest families.

To  the  door  of  that storehouse  is posted  "a  wolf  talisman."

The  film's  journey  to explore  "Mitake-ko,"  a folk  mountain

belief  that has continued  for over 260  years, exposes  the bonds

of  simple  faith that tie together  those  living in-between  the

mountains  and  towns  in the Kanto  region  once  inhabited  by the

Japanese  wolf.  With  a candid  approach  that digs deep  through

many  layers of  the everyday  practice of folk beliefs, this film

warmly  -  and  with  astonishment  -  illustrates a  disappearing

custom.

(Tadashi  Okubo)
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な株式会社ささらプロダクション

平成20 年度（第6 回）文化庁映画賞　贈賞理由



OU.N.Limited

文化記録映画優秀賞　Documentary Award

『十 歳 の き み へ

い の ち の 授 業 』(2007 if/ 17 ≪･>

監督：今泉文子

製作:U.N.Limited

賞状を受け取る今泉文子監督

To  my  young  and  hopeful  friend

-My  talk  to the  children  on  life-

(2007/17min.)
Director: Ayako Imaizumi
Production company: U.N.Limited

【贈賞理由】

年3 万超の自殺者と自滅的な無差別殺人が連鎖する社

会の子どもたち。親殺し、子殺し、いじめが生む殺人や

自殺が起きる都度、親や教師は「生命の大切さ」を説く

という難題に直面する。 10歳に照準を定めて「いのち

とは何か」を考えさせる日野原重明氏96 歳の出前授業

を描く本作は、短篇映像の特性を活かし内容を独自の時

空に再展開、ひとりの高齢の医師のメッセージを、永く

全国の10 歳に伝え続ける発信力を創り出した。

（吉原順平）

Selection  Committee  Comments

Our  children  are  bound  to a  society  in  which  more  than

30,000  people  kill themselves  every  year, and  self-destructive,

indiscriminate  killings  are  not  unheard-of  events.  Every

time  there is another  case of  parricide  or infanticide, or  of  a

murder  or suicide resulting from  bullying, parents and  teachers

confront  the  difficult problem  by  speaking  about  "the  value

of  life." This  film  presents  a lecture targeted  at 10-year-old

children  in which  96-year-old  Shigeaki  Hinohara  was  invited

to speak  on  the  question:  "what  is life?" Fully  utilizing the

special  ability of  a short  film to reorganize  the content  in its

unique  time space, this message  from  an elderly doctor  has  the

power  to continue  to speak  to youths  around  the  country  for

s to come. (Junnei  Yoshihara)
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平成20 年度（第6 回）文化庁映画賞　贈賞理由

The 6th Bunka-Cho Film Awards 2008: Selection Committee Comments

映画功労部門　Film Merit Category

井 上 章（いのうえあきら）

映画美術
Akira Inoue

(Production Designer)

［功績］

昭和28 年大映東京撮影所に入る。同36 年美術

監督に昇進し、川島雄三監督『女は二度生まれる』、

村野鉄太郎監督『雪の降る街に』（昭和36 ）、増村

保造監督『嘘』（同37 ）、特撮映画『カメラ』シリー

ズ（同40 ～44 ）の本篇､特撮美術を手がけカメラ、

ギャオス、ギ囗ン等の怪獣も生みだした。同44 年

大映テレビ室に移籍し、「ザ・ガードマン」や山口

百恵の「赤い」シリーズなど数多くのテレビドラマ

で美術を担当した。永年日本映画・テレビ美術監督

協会の理事を務めその法人化や、また日本映像職能

連合においても幹事として諸問題の解決に尽力する

など斯界の発展に貢献した。近年は「映画美術スタッ

フ塾」において後進の育成に務めるなど活躍を続け

ている。

1 0　Bunka-Cho Film Week 2008

Achievements

Akira  Inoue  entered  the Daiei  Tokyo  Studios  in 1953.  In

1961  he  was  promoted  to the role of  art director, where

he  oversaw  the creation of  Onna  wa  nido  umareru  (Yuzo

Kawashima),  Yuki  no  furu machi  ni (Tetsutaro  Murano,

1961)  and  Lies (Yasuzo  Masumura,  1962);  he also created

Camera,  the  special  effects  film  series  (1965-1969),

and  was  involved  in the  special  effects design,  creating

monsters  such  as Gamera,  Gyaos  and  Guiron.  In 1969,  he

transferred  to Daiei  Television,  and  was  responsible  for

the  art direction  of  a large number  of  television dramas,

including  "The  Guard-man"  and  Momoe  Yamaguchi's

"Akai"  series. He  has  been  the  longstanding  chair  of

the  Association  of  Production  Designers  in Japan,  and

has  made  contributions  to  this  domain  through  the

incorporation  of  the Association,  and  through  his  hard

work  as director of  the Directors  Guild  of Japan,  where

he  has  worked  hard  to resolve  various  issues. In  recent

years, he  has  been  continuously  active in cultivating the

younger  generation  through  the Staff Cram  School.
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映画功労部門　Film Merit Category

岩 木保 夫（いわき やすお）

映画照明
Yasuo  Iwaki

(Film Lighting)

［功 績］

大 映 京 都 撮 影所 を 経 て 昭 和29 年 に 日 活 に 入社 。

久松 静 児監 督 の 『警 察 日記 』（昭 和30 ） を 始 め、 田

坂具 隆 監督 の 『陽 の あ たる 坂 道』（同33 ） な ど文 芸

作 品 か らプ ロ グラ ムピ クチ ャー まで 数多 く の作 品 を

担当 す る。 な かでも 姫 田真 佐 久 キャ メラ マ ン と組 ん

だ今 村 昌 平 監 督 の 『果 て し な き 欲 望 』（同33 ）『に

あん ち ゃ ん』（同34 ）『豚 と 軍艦 』（同36 ）『赤 い 殺

意』（同39 ）『人類 学 入 門』（同41 ）『神 々の 深 き 欲

望 』（同43)  r 復讐 する は 我 にあ り 』（同54 ）、 熊井

啓 監 督 の 『日 本 列島 』（同40 ）『天 平 の 甍』（同55 ）

など の作品 は特 記 さ れる。他 にも 山 本薩 夫監 督 の『戦

争 と人 間 第一 部』（同45 ）『戦 争と 人間 第二 部 』（同

46） など があ る。 ま た、 日本 映 画テ レビ 照明 協 会 の

理 事 を長く 務 め、 後進 の指 導育 成 に尽 力 し た。

『復讐 す るは我 にあ り』『黒 い 雨』（平 成 元） で 日 本

ア カデ ミ ー賞 最優 秀照 明賞 を受 賞 。

Achievements

After working at the Daiei Kyoto  Studios, Yasuo  Iwaki

entered Nikkatsu  in 1954. He  has been  responsible for

a  large number  of works, from  artistic works  such  as

Keisatsu  nikki (Seiji Hisamatsu,  1955)  and  Slope  in

the Sun  (Tomotaka  Tasaka, 1958), to program  pictures.

Noteworthy  among  these are works  such  as Endless

Desire  (Shohei Imamura,  1958)  created together with

cameraman  Shinsaku  Himeda,  My  Second  Brother

(Shohei  Imamura,  1959), Pigs and  Battleships (Shohei

Imamura,  1961), Intentions of Murder (Shohei Imamura,

1964), The  Pornographers  (Shohei  Imamura,  1966),

The  Profound  Desire  of the Gods  (Shohei  Imamura,

1968), Vengeance  is Mine  (Shohei Imamura,  1979), as

well as Nihon  Retto (Kei Kumai,  1965), and  An  Ocean

to Cross (Kei Kumai,  1980). There are also the works of

Satsuo Yamamoto,  such as Men  and  War, Part I (Satsuo

Yamamoto,  1970)  and  Men  and  War, Part  II (Satsuo

Yamamoto,  1971). He  has also served for many  years

as director of the Japan Society of Lighting Directors,

and  has worked  hard to guide and  cultivate the younger

generation.

He  has  been  awarded  the Japan  Academy  Prize for

Outstanding  Achievement  in Lighting  Direction  for

Vengeance  is Mine  and  Black  Rain  (Shohei  Imaura,

1989).

Bunka･Cho Film Week 2008　1 1
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平成20 年度 （第6 回）文化庁映画賞　 贈賞理由

The  6th Bunka-Cho  Film Awards  2008: Selection  Committee  Comments

長田 千鶴 子（おさだちずこ）

映画編集
Chizuko Osada

(Film Editor)

［功績 ］

元 大映プ ロ デ ュ ー サ ー、 中島 源 太 郎 の事 務所 を 経

て、 昭 和43 年 大 映 テ レ ビ に 編 集 助 手 と し て 入社 。

同48 年 関 西 テレ ビ 制 作 の テ レビ ド ラ マ 「市 川 崑 シ

リ ーズ　 追 跡」 で 編集 技 師 とな る。 こ の市 川 崑監 督

と の 出 会い に よ り、『股 旅 』（昭 和48 ） 以 降、 亡 く

な るま での 同監 督 の殆 ど の作 品 を担 当 し た。緻 密な

演 出と 画面 構成 に特徴 を もつ 日 本映 画 界 の巨 匠、 市

川 崑 の 世 界 を 編 集 の 立 場 で 支 え て き た 功 績 は 大 き

い 。 主 要作 品 に 『犬 神家 の 一 族 』（同52 、 平 成19 ）

『悪魔 の 手毬 唄』（昭和52 ）『細雪 』（同58 ）『おは ん』

（同59 ）『映 画女 優』（同62 ）、他 に 『少年 時 代』（篠

田 正 浩　 平 成2 ）『誘 拐』（大 河 原孝 夫　 同9 ） など

が ある。

『四 十 七人 の刺 客 』（同6 ）『誘 拐 』（同9 ） で 日本

アカ デ ミ ー賞最 優 秀編 集賞 を受 賞。

1 2　Bunka-Cho Film Week 2008

Achievements

Chizuko  Osada  worked  at  the  office  of  Gentaro

Nakajima,  former  Daiei  producer,  before  entering

Daiei  Television  as an  editorial assistant  in 1968.  She

was  editorial technician  for  the "Kon  Ichikawa  Series:

Tsuiseki",  the  television  drama  created  by  Kansai

Television  in 1973.  Since  having  met  with  director Kon

Ichikawa,  she  was  responsible  for almost  all the director's

films,  from  The  Wanderers  (Kon  Ichikawa,  1973)  until

his death. Her  great triumph  was  the assistance  she  gave

in the  role of  film editor  to the  world  of  Kon  Ichikawa,

one  of  the giants  of  the  Japanese  film  world  with  his

sophisticated  performances  and  characteristic  screen

composition.  Major  works  include Murder  of the Inugami

Clan  (Kon  Ichikawa,  1977,  2007),  Akuma  no  temari-

uta  (Kon  Ichikawa,  1977),  The  Makioka  Sisters  (Kon

Ichikawa,  1983),  Ohan  (Kon  Ichikawa,  1984)  and  Eiga

Joyu  (Kon  Ichikawa,  1987),  as well as Takeshi: Childhood

Days  (Masahiro  Shinoda,  1990)  and  Abduction  (Takao

Okawara,  1997).

She  has  been  awarded  the  Japan  Academy  Prize  for

Outstanding  Achievement  in Film  Editing  for 47  Ronin

(1994)  and  Abduction  (1997).

映画功労部門　Film Merit Category
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映画功労部門　Film Merit Category

佐々 木 志郎 （ささきしろう）

映画企画
Shiro Sasaki

(Planning)

［功 績］

昭 和37 年 日 活入社 以 降、 一貫 し て企 画 畑 を歩 む。

映 画界 が 斜 陽の 時 期 を 迎 え た昭 和40 年 代 半ば に 企

画者 と なり 、日 活 ニュ ーア クショ ン か らロ マ ン ポル

ノ の時 代を 企画 の 最前 線 で支 え た。 こ の間 、脚 本 家

とし て中 島丈 博、田 中陽 造、那 須真 知 子、荒井 晴彦 、

桂千 穂 、 金 子成 人 ら を 世 に 送 り 出し 、 根 岸 吉 太郎 、

池田 敏春 、 中原 俊、 那 須博 之、 金 子 修 介ら の若 手 助

監 督を 監 督 に 抜擢 する こ と で 次世 代 を 育 て 上 げ た。

ま た東 陽一 監 督 の 『ラ ブ レ タ ー』（昭 和56 ）、 森田

芳 光監 督、 松 田 優 作 主 演 の 『家族 ゲ ー ム』（同58 ）

で は日本 映 画界 に 新し い潮 流 を生 み 出 し た。製 作 ス

タッ フ のポ スタ ー等へ の氏 名 表示 にも 力 を 尽く すな

ど、 常 に作 り手 に 寄り 添 う姿 勢 は斯 界 から 深い 信 頼

を得 てい る。

他 の 作品 に 『反 逆 の メロ デ ィ ー』（澤 田 幸 弘　 同

45）『帰 ら ざる 日 々』（藤田 敏 八　 同53 ）『人妻 集 団

暴行 致死 事 件』（田 中登　 同53 ）『お受 験 』（滝 田 洋

二 郎　 平 成11 ）『殺 し』（小 林 政広　 同12 ）『同 窓会 』

（サ タケミ キ オ　同20 ） など。

Achievements

Shiro  Sasaki  has  worked  continuously  in  planning

since  entering  Nikkatsu  in 1962.  He  became  a planner

in  the  late 1960s  and  early  1970s,  a time  which  marked

a  period  of  decline in the film world,  and  has  worked  at

the  cutting-edge  of  planning  to support  the  activities of

Nikkatsu,  from  Nikkatsu  New  Action  to "roman  porno"

or  the pink-film  genre.  Over  the  years, he  has  presented

people  such  as Takehiro  Nakajima,  Yozo  Tanaka,  Machiko

Nasu,  Haruhiko  Arai, Chiho  Katsura  and  Narito  Kaneko

to the  world  as screenwriters,  and  by  fostering  assistant

directors,  has  helped  to cultivate  a  new  generation  to

carry  on  the  directing  tradition,  including  Kichitaro

Negishi,  Toshiharu  Ikeda,  Shun  Nakahara,  Hiroyuki  Nasu

and  Shusuke  Kaneko.  He  has  also helped  to create  new

trends  in the  world  of  Japanese  cinema  through  Yoichi

Higashi's  Love  Letter  (Yoichi  Higashi,  1981),  and  The

Family  Game  (Yoshimitsu  Morita,  1983)  starring Yusaku

Matsuda.  His  constant  efforts to work  side by  side with

the  creators  of  the  films, including  his tireless work  to

ensure  that production  staff's names  are  specified  on

posters  and  the like, have  earned  him  a deep  level of trust

in  the film industry.

His  other works  include  Hangyaku  no  Melody  (Yukihiro

Sawada,  1970),  Kaerazaru  hibi  (Toshiya  Fujita, 1978),

Rape  and  Death  of  a Housewife  (Noboru  Tanaka,  1978),

The  Exam  (Yojiro  Takita, 1999),  Film  Noir  (Masahiro

Kobayashi,  2000)  and  Dosokai  (Mikio  Satake, 2008).

Bunka･Cho Film Week 2008　1 3
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平成20 年度（第6 回）文化庁映画賞　贈賞理由

The  6th Bunka-Cho  Film Awards  2008: Selection  Committee  Comments

映画功労部門　Film Merit Category

萩原憲治( はぎわらけんじ)

“央゚ 讐
Kenji Hagiwara
(Cinematographer)

［ 功績］

大 映東 京撮 影 所 を 経 て 昭和29 年 日 活 に入 社 。 撮

影 監 督 昇 進以 降、 昭 和30 年 代 後 半 か ら40 年 代 前

半に か け て 新 人 監 督 の 意 欲 作 から プ ロ グ ラ ム ピ ク

チ ャ ー ま で 幅 広 く 担 当 する 。 な かで も 石 原 裕 次 郎

主 演 の 『若 い 人 』（西 河克 己　 昭 和37 ）、 吉 永 小 百

合主 演 の 『愛 と死 を み つ めて 』（斉 藤武 市　 同39 ）、

高 橋英 樹 主 演 の 『けん かえ れ じい 』（鈴 木 清順　 同

41）、 渡 哲也 主演 の 『星 よ 嘆く な　 勝利 の 男 』（舛 田

利 雄　 同42 ） な ど が 特 記 さ れ る。 ま た藤 田 敏 八 監

督 の 『八 月の 濡 れ た砂 』（同46 ） は 時 代 の挽 歌 を奏

で る記 念 碑的 な作 品。 ロ マ ン ポル ノ にお いて も 『牝

猫 た ちの 夜』（田 中 登　 同47 ）『OL 日記　 濡 れた札

束』（加 藤彰　 同49 ）な どが あ る。 ま た『伊 豆の 踊 子』

（西河 克 己　 同49 ） を 始 め、 時 代 のア イド ル 山 口 百

恵 の 主演 作品 を 数多 く 手 がけ て熟 達 し た手 腕 を発 揮

する 一 方、 記 録 映 画 にも 挑 戦 し て い る。 平 成11 年

から は 日本 映画 学 校 におい て 講 師 を務 め、 多 くの 後

進の 育成 にも 尽 力 し た。 他の 作品 に 『青春 デ ンデ ケ

デ ケ デケ 』（大林 宣彦　 平成4 ） など があ る。

1 4　Bunka-Cho Film Week 2008

Achievements

After  working  at the Daiei  Tokyo  Studios, Kenji  Hagiwara

entered  Nikkatsu  in 1954.  Since  his promotion  to Director

of  Photography,  he  has been  responsible  for a wide  range

of  works,  from  the  ambitious  and  unconventional  works

of  new  directors  to  program  pictures  from  the  early

1960s  to the  early  1970s.  Noteworthy  among  these  are

Wakai  hito (Katsumi  Nishikawa,  1962)  starring Yujiro

Ishihara,  The  Crest  of  Man  (1964,  Buichi  Saito) starring

Sayuri  Yoshinaga,  Kenka  erejii (Seijun  Suzuki,  1966)

starring  Hideki  Takahashi,  and  Hoshi  yo  nageku  na:

Shori  no  otoko  (Toshio  Masuda,  1967)  starring Tetsuya

Watari.  In addition,  Wet  Sand  in August  (Toshiya  Fujita,

1971)  is a monumental  work  expressing  the  sprit of  its

age.  Works  in the  domain  of  "roman  porno"  include

Mesunekotachi  no  yoru  (Noboru  Tanaka,  1972)  and  OL

nikki nureta  satsutaba  (Akira  Kato,  1974).  In  addition,

while  demonstrating  his masterful  talents through  his

involvement  in a large number  of works  starring Momoe

Yamaguchi,  a prominent  star of  her time, such  as The  Izu

Dancer  (Katsumi  Nishikawa,  1974),  he  has  also risen to

the  challenge  of  documentary  films. He  has worked  as an

instructor  at the Japan  Academy  of Moving  Images  since

1999,  and  has  worked  hard to cultivate the next generation

of  talent. Other  works  include  Seishun  dendekedekedeke

(Nobuhiko  Obayashi,  1992).
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上映会での挨拶

Comments at the Screenings

『緑の海平線 ～台湾少年工の物語～J

SHONENKO

郭 亮吟（監督）

この賞を与えてくださった審査員の方々、そして

この作品のために心を込めて話をしていただいた台

湾少年工とその関係者の皆様に感謝いたします。こ

の作品は激動の時代を生きてきた人たちの記憶を記

録したものです。こうした大切な記憶を次の世代に

繋いでいくことを心より願っています。

どうしてこのドキュメンタリーを作ったのでしょ

うか？とよくご質問をいただきます。それは自分の

家族の物語を記録したいと思っていた時期に、自分

の祖父が台湾に残されたゼロ式戦闘機を買い取っ

て、それを溶かして食器にして販売していて、工場

も建てていた、という事実を知りました。そんな歴

史があったということをきっかけに、ド キュメンタ

リーを撮るようになった。そこで、ひとりの台湾少

年工 だった人と出会い、当時の話を聞いたことが、

この作品を作る動機となりました。 60年経つたい

ま、なぜこのドキュメンタリーを台湾で作られてい

るんですか？というご質問もよくいただきます。そ

れは、こうした歴史が忘れられて、消え去ろうとし

ていた。この台湾の歴史を残したいと思い、この作

品を作りました。

『オオカミの護符一里びとと山びとのあわいに－J
The Wolf Talisman where town and mountain meet

由井 英（監督）

私自身が扉に貼ってあるお札を見た時に最初は何

なのか全く分かりませんでした。図柄にある獣の姿

を辿っていくと実はオオカミだと分かった。お札に

なるということは、オオカミは人間にとってありが

たい存在だったのではないか、という興味から作品

を作ることになりました。その後、出会ったお百姓

さんたちに教えてもらいながら辿っていくと、最終

的には関東平野を囲む山に行き着＜。お札は、その

山に対する感謝みたいなものを表現しているという

ことに気づくのです。

近年、我々はますます自分たちの暮らしと自然と

の関わりを大事にしなければいけない時代になって

きていると思います。その中で行事や神事は、とも

すると今の我々の暮らしからはちょっとかけ離れて

いると思うかもしれない。けれども、山への感謝の

気持ちを表すオオカミの護符、そういう信仰が永い

刻を超えて今に受け継がれてきているのかなと。だ

とすれば、我々の生活においても、山や自然に対す

る感謝の念というのは、もう少し色んな表現・形で

意識して、大切にしていくことは大事なのではない

かと思っております。

Liang  Yin  Kuo  (Director)

I  would  like  to  express  my  thanks  to  the  selection

committee  for choosing  my  film, as well as the Taiwanese

former  shonenko  (child  laborers  employed  to  make

warplanes  for  the  Imperial  Japanese  Army)  and  other

involved  parties who  spoke  with  such  great emotion  in the

film. This  project  is a record  of  the memories  of  people

who  lived through  a time of  great upheaval.  It has always

been  my  wish, from  the bottom  of  my  heart, that this film

create  a bridge  to the next  generation  for  such  precious

memories.

I  am  often  asked  about  why  I chose  to  make  this

documentary.  That  decision  came  about  during  a time

when  I was  thinking  that I wanted  to make  a film about

my  family,  and  found  out  that my  grandfather  had  at

one  time  purchased  Mitsubishi  Zero  fighter planes  that

remained  in  Taiwan  after  World  War  II, melted  them

down,  started  a factory  and  made  dining  utensils  out

of them.  When  I found  out  that my  family  had  such  a

history, I decided  to make  a documentary  about  it. While

working  on  that documentary  I happened  to meet  a man

who  was  a former  shonenko,  and  after hearing  his story

I began  work  on  this film. I am  also often  asked  why  I

chose  to  make  this documentary  in Taiwan,  sixty years

after the events discussed  in the film. That  is because  this

is a history that is beginning  to fade away,  one  that we  are

beginning  to forget. I made  this film because  I wanted  to

keep  this history fresh in people's  minds.

Suguru  Yui (Director)

The  first time  I saw  the wolf  charm  posted  to the door, I

had  no  idea what  it was.  It was  only  when  I traced over

the  beast  pattern  on  the  charm  that  I realized  it was  a

picture  of  a wolf.  I decided  to make  this film  because

of  an  interest  I had  in  this  creature;  I wondered  if

humanity  were  once  grateful to the wolf, for  they made

it a protective charm.  Some  time  after deciding  to make

this film, I received  explanations  about  the charm  from

peasants  I met,  and  following  their advice,  ended  up

heading  out  to the  mountains  that surround  the  Kanto

plains. I learned  that the  talisman  apparently  expresses

thanks  to those mountains.

It is my  belief that in recent years we  have  entered  into

an  era  where  we  must  treat more  and  more  carefully

the relationship  between  nature and  the way  we  live. It

might  be  the case that we  think that our  modem  lives are

actually  removed  from  rituals and  events. Yet again, there

is the  belief in the wolf  talisman, with  its expression  of

thanks  towards  the  mountains,  which  has  been  passed

down  over  a long  time. If that belief can  survive  for so

long,  then  I wonder  if it isn't perhaps  possible, even  in

the kind  of  lifestyle that we  live today, to  be  conscious

of and  express  thanks  to the  mountains  and  nature  in a

variety of  ways  and  forms,  and  live while  treating these

things  with respect.

Bunka-Cho Film Week 2008　1 5
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上映会での挨拶

Comments  at the Screenings

『十歳のきみへ　いのちの授業J

To my young and hopeful friend -My talk to the children on life-

今泉文子 （監督）

この 作品の 主演 は97 歳 に なる現 役の医 者、 日野

原重明 さん。高齢 の先生 が、 もしもい らっし ゃらな

くなっ ても､ 彼が全国 で行ってい る「い のちの授業」

がひ と り歩 き でき るよ うな 映 像に でき ない かと 思

い、この 作品を作り まし た。

先 生は子 ども たちに とっ て「年 を取 った友 だち」

で すO 年齢を飛び 越え たと ころで、 人と人 がやり取

りで きる。実は 年を取る ってすごくい いこと だなと

思い ました。お 年を召し た方々にも っとやっ て欲し

いこ とは、お孫 さんや小 さな子ども たちとや り取り

をし ても らい たい。 親の言 うこ とは 聞けな くても 、

祖父 母の言うこ とは聞け る。 そうい う関係作 りが新

しい。 つまり、 かつてあ った文化 をもう一 度取り戻

すとい うことでは ないかなと思い ます。

作 品の中 で言ってい ることは 「大切なもの は目に

は 見 えない 」「い の ちは 時間 で ある 」「許 すこ と」。

こ の3 つの 話を皆 さんでう まく アレンジ して子ども

だちとやり 取りし てい ただけ ると、この 映画が道具

と して機能し ていくの ではない か。 そし て、道具 と

し て使ってい ただけ る場を皆 さんの手 で広げてい た

だけたら、あり がたいと思 っています。

Photos  from the Presentation Ceremony

1 6 Bunka･Cho Film Week 2008

Ayako  Imaizumi  (Director)

The  star of  this film  is the  doctor,  Shigeaki  Hinohara.

who  was  to  turn  97.  I started  making  this film  after

wondering  if his nationwide  "Class  of  life" couldn't  be

continued  through  film even  in his absence.

For  children. Dr. Hinohara  is an  "elderly friend." He  is

able  to have  exchanges  with  people  while looking  beyond

their age.  Actually,  watching  him  made  me  think  that

growing  old  must  be  a wonderful  thing. The  thing that I

want  the elderly to do  most  is have  more  exchanges  with

their  grandchildren  and  other  small  children.  Even  if

children  don't listen to their parents, they do  listen to their

grandfather  and  grandmother.  This  sort of relationship is

only  recently becoming  common,  but I think it represents

a  return to an older culture.

The  film  covers  three  themes:  "you  can't see  the  most

important  things  in life with  your  eyes," "life is time,"

and  "forgiveness."  I believe  that this film  can  function

as  a tool  for  talking  to  children  through  the  skillful

arrangement  of its topics. I would  be very grateful if those

who  use this film as a tool spread  its use  to others as well.
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主催：ユニジャパン （財団法人日本映像国際振興協会）

共催：文化庁

会期:2008 年10 月22 日（水）〉＞10 月24 日 （金）

会場：TOHO シネマ ズ六本木ヒルズ7

料金:2,000 円

【概要】

世 界的 に高い評価 を得てい る。 日本映画界 を代表 する3 人の

監督 （岩井俊二、黒 沢清、 滝田 洋二郎 ※五 十音順）を。 オー

ルナイトで特集。監督本人が、 ゆかりのゲストと共 に自身の足

跡や演出術を語 る“カンファレン ス と、監督が選んだ「スク

リ ーンで見てほしい作品」 と、ファンが選んだ「スクリ ーンで

見たい作品」 を、朝まで一挙 に上映 する “スクリーニン グ”の

2 部構成で実施しました。韓国 をはじ めアジアで絶大な人気を

誇る岩井俊二監督、ヨーロ ッパの映画祭で熱烈な支持を受ける

黒沢清監督、 モントリ オール映画祭でグランプリ を受賞し た滝

田洋二郎監督という、異色の組み合 わせで、3 夜ともまったく

異なる雰囲気のイベントになり まし た。

【岩井俊二の世界】

開催日:2008 年10 月22 日（水）

カンファレン ス:22:00 ～

スクリーニング:O:00 ～

【黒沢 清の世界】

開催日:2008 年10 月23 日（木）

カンフ ァレンス:23:00 ～

スクリ ーニング:1:00 ～

【滝田 洋二郎の世界】

開催日:2008 年10 月24 日（金）

カンファレンス:23:00 ～

スクリ ーニング:1:00 ～

Organized  by:  UN1JAPAN  (Japan  Association  for the  Inter-

national Promotion  of the Moving  Image)

Co-organized  by:  Agency  for Cultural Affairs (Bunka-Cho)

Dates:  October  22 (Wed)  - 24 (Fri), 2008

Venue:  TOHO  CINEMAS  ROPPONGI  HILLS  7

Fee:  2,000  yen

Outline

All Night  was  a special feature on three representative directors of

Japanese  film and  have  received high  commendations  worldwide:

Shunji  Iwai,  Kiyoshi  Kurosawa  and  Yojiro  Takita  (NB:  in

alphabetical  order). These  directors have  given  a "conference"

in  which  they  spoke  of  their personal  histories  and  of  their

production  techniques,  along  with  associated  guests; they  have

also  undertaken  a two-part  screening  in which  "Works  I want

everyone  to see on screen" (chosen  by  the directors) and  "Works  I

want  to see on screen"  (chosen by  the fans) were  shown  non-stop,

all night. With  such  a colorful combination  of  directors-Shunji

Iwai, who  boasts of a huge  following  in Asian  countries including

South  Korea;  Kiyoshi  Kurosawa  who  has  received fervent support

at European  film festivals; and  Yojiro Takita, winner  of the Grand

Prix  at the Montreal  World  Film  Festival-the event  had  a unique

atmosphere  on each of the three nights on which  it took place.

The  World  of  Shunji  iwai

Date: October  22, 2008  (Wed)

Conference:  22:00

Screenings:  0:00

The  World  of  Kiyoshi  Kurosawa

Date:  October  23, 2008  (Thu)

Conference:  23:00

Screenings:  1:00

The  World  of  Yojiro  Takita

Date:  October  24, 2008  (Fri)

Conference:  23:00

Screenings:  1:00
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映画人の視点Director's Angle　Director's Angle

【岩井俊二の世界】The World of Shunji Iwai

［カンファレンス］ ［Conference］

【出演】

岩 井俊 二

映画監督

【Speaker^】

Shunji  Iwai

(Director)

【プ ロフ ィ ール】

1963 年1 月24 日 宮城 県生 ま れ。 88 年 よ り音 楽ビ

デ オの 仕 事 から スタ ート。「ル ナ ティ ッ ク ・ラヴ 」 な

ど 数 々の ド ラ マ、CF な ど、 多 方 面 の 映 像 世 界 で 活

動 を 続 け、 そ の 独 特 な 映像 ぱ 岩 井美 学” と称 さ れ

注 目 を 浴び る。 93年 、 テ レビ ド ラマ 「ifも しも　 打

ち上 げ 花 火、 下 から 見 る か ？横 から 見 る か ？」 で 日

本 映 画 監 督協 会 新 人 賞 を、 映 画 監 督 と し てデ ビ ュ ー

す る前 に受 賞 。 95年 に映 画 『Love Letter 』（中 山 美

穂 主 演）、96 年 に は、 架 空 都市 「円 都」（ イェ ン タウ

ン） を 舞 台 に し た 『ス ワ 囗 ウテ イル 』 を 発 表。 小 林

武 史 氏 が 音 楽プ ロ デ ュ ーサ ーを 担当 し た、 劇 中 バン

ドYEN TOWN BAND (Vo.  Chara) の「Swallowtail

Butterfly あい の う た」 も 映 画 と共 に 大ヒ ッ ト。 98年

には『四 月物 語』（松 た か子主 演）を発 表。 2000 年 には 、

庵 野 秀明 監 督 の 映 画 『式 日 』 に 俳優 とし て 出 演。 ま

た4 月 か ら7 月 に か け て イン タ ーネ ッ ト上 で 、BBS

（電 子 掲示 板） の ス タイ ル を使い 、 一 般の 人 た ちの対

話 の 中 か ら物 語 を 展 開し て い く 異 色 の イン タ ーネ ッ

ト小 説 「リ リ イ・ ジ ュジ ュ の すべ て」 を発 表。 01 年

に は その小 説 を自 ら映 画化 。02 年FIFA ワ ールド カ ッ

プ の舞 台 裏 を追い 掛け たド キュ メン タ リ ーDVDr 六

月 の 勝利 の歌 を忘 れな い」 を手 掛 け る 一 方、 短 編 オ

ム ニ バス 映画『Jam Films 』の1 本 と して『ARITA 』（広

末 涼 子主 演 ） を発 表。 03 年 ショ ート フ ィル ム 『花 と

ア リ ス』（鈴 木 杏、 蒼井 優 主演 ） を イン タ ー ネッ トで

発 表 し、04 年 に は長 編映 画 と し て 『花 とア リ ス』 が

3 月 に劇 場 公 開。 06年 、 名 匠 ・市 川 崑 監 督 の こ れ ま

での 軌跡 を辿 っ た 『市川 崑物語 』を発 表。 08 年 には、

第24 回 サン ダ ンス 映画 祭 ワ ールド ・シ ネマ 部門 の 審

査員 を務 め、NY を舞 台 にし た オム ニバ ス 映画 “New

York, I Love You ”（オ ーラ ン ド ・ブ ル ー ム、 ク リ ス

テ ィー ナ ・リ ッチ主 演） を監 督し た。

1 8 Bunka･Cho Film Week 2008

Profile

Born  in Miyagi  Prefecture  in Japan  on  January  14th,

1963.  He  began  working  on  music  videos  in 1988.  He  also

continued  in varied  areas  of  moving  images,  including

many  dramas  such  as  "Lunatic  Love,"  and  commercial

films,  where  his  distinctive  images  were  referred  to as

"Iwai  Aesthetics"  and  received  a lot of  attention. In  1993,

he  received  the New  Director's  Award  from  the  Directors

Guild  of  Japan  for  his  TV  drama,  "Fireworks,  Should

We  See  It from  the  Side  or  the  Bottom?"  prior  to his

directorial debut.  He  released  a film Love  Letter  (starring

Miho  Nakayama)  in 1995,  followed  by  SWALLOWTAIL

BUTTERFLY  in 1996  which  was  set in an  imaginary  town

of  Yentown.  The  theme  song,  "Swallowtail  Butterfly"  by

YEN  TOWN  BAND  (Chara  as the  vocalist), produced  by

music  producer  Takeshi  Kobayashi,  was  also a smash  hit

along  with the film. In 1998  he released April Story (starring

Takako  Matsu).  In 2000,  he  appeared  in Hideaki  Anno's

Ritual  as an  actor. From  April to July of the same  year, he

released  an  unconventional  internet novel,  "All about  Lily

Chou-Chou,"  that was  developed  through  dialogue  with

the  general  public  via  the bulletin board  system  (BBS)  on

the  internet. He  then  adapted  this to a film the following

year. In 2002  while  directing  Rokugatsu  no  Shori  no  Uta

wo  Wasurenai,  a documentary  which  was  recorded  behind

the scenes  of  the  2002  FIFA  World  Cup,  he  also  created

Arita  (starring Ryoko  Hirosue)  as one  of the short omnibus

films, Jam  Films.  In 2003,  he  released  a short  film, Hana

&  Alice  (starring Anne  Suzuki  and  Yu  Aoi)  on  the internet.

The  feature version  of  Hana  &  Alice  was  then  released  in

March  in the following  year. In 2006,  he released  The  Kon

Ichikawa  Story  which  followed  the trail of master  director

Kon  Ichikawa.  In 2008,  he  was  a jury member  in the world

cinema  section at the 24th  Sundance  Film  Festival, as well

as directing New  York, I Love  You  (starring Orlando  Bloom

and  Christina  Ricci), an omnibus  film set in New  York.

糶

綴

指

頭



［カンファレンス］［Conference］

小 林 武 史

音楽プロデューサー／ミュージシャン

Takeshi Kobayashi

Music Producer / Musician

北川悦吏子

脚本家

Eriko Kitagawa

Scenario Writer

加 護 亜 依

女 優 ／ 歌 手

Ai Kago

Actress / Singer

伊藤 歩

女優

Ayumi  Ito

Actress

種田陽平

美術監督

Yohei Taneda
Art Director

市原隼人

男優

Hayato Ichihara
Actor

河 井 真 也

プロデューサー／東京国際映画祭アドバイザー

Shinya Kawai

Producer / TIFF Adviser

Bunka･Cho Film Week 2008 1 9
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モデレーター 皿 晉
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カンファレン ス・テーマ：「好 きなことをやって生きていく」

Conference Theme: “Do the things that you like in your life”

人は 好きなこ とだけ やって生 きていく のは難し い。 ただ、映

画監督 は、好きじ ゃないこ とま でやって生 きてい くこと ができ

るの だろう か。 映画は、 監督の それま で生 きて きた様を映 して

しま う。逆に そうじゃ なけ れば 「監督作品」 とし ての意 味を持

たない 。だ からこそ。 できる だけ 吾 がままに、 できる だけ自分

色を出し ながら表現者 であり続け るの だ。そこに、多くの難 題、

障壁も 付き纏 うが、 それを突破 しな がら、やは り、表現 者であ

ら ねばな らない 。その 中 で、 テレビ ド ラマ を含め れば20 本以

上の作 品を作 り、す べての作品 が「岩井俊 二で あること」 を発

し続け る岩井監督 に迫 る！

（文：河井真 也）

上 映 作 品/  Screenings

『Love Letter.』(1995/117min.)

キャスト：中山美 穂／豊川悦司

「スワ 囗ウ テイル」(1996/148min.)

キャスト：三上 博史/  Chara

「花と アリ ス」(2004/135min.)

キャスト：鈴 木 杏／蒼井 優

20 Bunka-Cho Film Week 2008

It is difficult to do just the things that you  like in your  life.

But  is it possible  for film directors  to do  things  that they

dislike as well and  still carry on  in their lives? Films  reflect

how  directors have  lived to date. Otherwise,  the term "directed

by"  is meaningless.  That is why  directors continue to express

themselves  as willfully  and  with  as much  individuality  as

possible. There  are many  challenges  and  obstacles. However,

directors surmount  them  and  continue expressing  themselves.

Among  others, Shunji Iwai has created over 20 works  including

TV  dramas, all of which  keep delivering "the essence of Shunji

Iwai." Let's zoom  in on him!

(Text  by Shinya  Kawai)

Love  Letter

Cast: Miho  Nakayama  / Etsushi Toyokawa

SWALLOWTAIL  BUTTERFLY

Cast: Hiroshi Mikami  / Chara

Hana  & Alice

Cast: Anne  Suzuki  / Yu Aoi

「花とアリス」c2004.  Rockwell Eyes ・ H&A  Project



カンファレンス・テーマ：「好きなことをやって生きていく」

河井：全体のテーマは、好きなものを作って生きていくという

ことで、まさに岩井俊二にぴったりのテーマです。誰のいうこ

とも聞かないで自分の我が道をいくという、そのためにはどう

すればいいのかという、その秘訣をちょっと教えてもらおうか

なと思います。ここで｢スワロウテイル｣のミュージッククリッ

プを見ていただきたいと思います。

～スワロウテイルPV ～

ゲスト：小林武史

河井：そもそもの出会いはまだ監督が25 ～26 歳の時に会って

るんですよね。それは記憶にあるってことだよね。

岩井：小林さんは覚えてないんですよ、その時は。

小林：何回か、何年かにわたってビクターの青山スタジオつて

いう ところで 僕が桑田 （佳祐 ）さん とや ってる 時に きてるん だ

よね。

岩井 ：そうな んです よね。

小 林： そ れが そ の 数年 後 に。 そ の時 に 僕 はChara の マ ネ ー

ジャーが、 も とも と僕のマ ネージ ャーで もあっ て 仲が良 くて。

今 度Chara が映 画をや るん だよっ てい って て。「あ、 そう 」 と

かいっ て、 なんとな くスーつ と抜ける ような 感じだっ たんだけ

ど。 で も「岩井 俊二 って 知 らない ？ テレビ 番組 で 日本映 画 監

督協 会新人賞 を獲って、 すごい 才能 なの」つて その時 にい われ

て。 僕が会っ たこ とがあ るか どうか、こ の人 だっ て まっ たく一

致して なかっ たんだけ ど、そ の話だけ はすごい インプ ットさ れ

てて。

河井 ：僕もあ の『Love Letter,』 の前 に､Mr.  Childrenの 『es』 つ

Conference  Theme:  "Do  the things that you  like in your life"

Kawai:  This overall theme  of living by creating the things that

we  like really is suited exactly to Shunji Iwai. What  I thought

he  could tell us about  is, what  is the formula  for breaking  out

alone  on your  own  path, regardless of what  other people  say?

At  this point, let's watch  the music  clip of SWALLOWTAIL

BUTTERFLY.

-SWALLOWTAIL  BUTTERFLY  PV-

Guest:  Takeshi  Kobayashi

Kawai:  I think you, Mr. Iwai, were  about 25 or 26 when  you two

first met; you  must  still remember  the meeting.

Iwai: I'm  sure Mr. Kobayashi  doesn't remember  that time.

Kobayashi:  Over  the years  when  I was  working  with  Mr.

[Keisuke]  Kuwata,  at the Victor Aoyama  Studio, Mr. Iwai came

there himself on a number  of occasions.

Iwai:  Yes, that's right.

Kobayashi:  Then, a few  years later, this happened:  My  former

manager  was  Chara's manager  at that time. The  manager  said

to me  that Chara  was  going to do this film. "Oh,  really?" I said,

somehow  not really paying  much  attention. The  manager  said

"Haven't  you  heard of Shunji Iwai? He  got the Directors Guild

of Japan's New  Director's Award; he's a real genius." Then  I was

asked  whether  I had  met  him  or not. This was  absolutely not

the kind of way  that the manager  usually talked, so I got a real

sense  that there was  something  special here just from  what  the

manager  said here.

Kawai:  Before  this film, Love  Letter, I did the documentary

[es] Mr. Children  in FILM  on Mr. Children with Mr. Kobayashi.
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The  World of Shunji Iwai
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てい うド キュ メン タリ ー映画 を小林さ んと一緒 にやっ たんです

け ど、 もちろ ん 『スワロ ウテ イ ル』 の 前で ね。「な んか、 岩井

俊二 と 会っ たこ とあ る んだけ ど」 つていっ てい たの で、『Love

Letter.』 を見 た時に、 ぜ ひ一緒 にやろ うよっ てい うこ とです よ

ね、 きっ とね。

小 林： そう で す ね。 だ か ら岩井 君 のプ ロ デビ ュ ーが 桑田 佳 祐

ソ ロ の「い つ か何 処 かで」 つてい う 店頭 用 のメ イ キ ング映 像

で。 そ れをビ クターのデ ィレ クターの、 サザン （オールス ター

ズ）をデビ ュー の時か らずっ とやっ てる 高垣 健さ んつてい う人

が、「横 浜国 立大 の学生 な んだけ ど、 すご い面 白い やつ がい る

んだ 」 つて そ の当時 いっ て て。 そ のあ と にさっ きのChara の

マ ネージャーがい ってたこ とが､ 後々つ なかって くる んだよね。

なんか その、岩井 ってい う名前 のイ ント ネー ションが なんとな

くこう ひっかか ったん だよね、 すご く。 それか ら間も なくだよ

ね。 普通に飲 んでて、 ちょっ と友 達の役 者やた また ま共 通の照

明 の人 とか がい て。 30分く らい たっ て「 帰ろ う か」 と思っ て

い た時 に「あ の、小 林さ ん」 つて彼 がい って く れて。「 岩井っ

てい うんで すけ ど､覚えて ません か ？」つて確 かそん な感じ だっ

たと思うん だけ ど。

Needless  to say, this was  before  SWALLOWTAIL  BUTTERFLY.

I  said "Well,  actually  I have  met  Shunji  Iwai,"  and  when  he  saw

Love  Letter, he  said that we  should  work  together.

Kobayashi:  That's  right. So  the  professional  debut  of  Mr.

Iwai  was  the  behind-the-scenes  film  for  the  sales  promotion

of  Keisuke  Kuwata's  solo,  "I  FEEL  THE  ECHO."  Takashi

Takagaki,  a director  of  Victor  who  has  been  involved  working

with  the  Southern  All  Stars  since  their debut,  said at that time,

"He's  only  a student  at Yokohama  National  University,  but  he

really  is a  very  interesting  guy."  Following  this was  what  was

said  to me  by  the  manager  of Chara  who  I mentioned  just now.  I

was  a little hung  up  on  the intonation  of  Mr.  Iwai's  name.  It was

amazing.  It was  just a little while  after this: we  went  for a drink

in  the  usual  way,  and  there  were  some  friends  who  were  actors

and  also a person  who  had  done  the lighting for both  of  us. After

about  half an  hour,  I was  just thinking,  "I think  I'll go  home,"

when  he  said  "Hey,  Mr.  Kobayashi."  I think  he  may  actually

have  said  something  along  the  lines of  "This  is Iwai;  do  you

remember?"
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岩井：そうですね。

小林：それで、いろんなことがバーつと全部つ ながって

｢あー｣つて｡噂の才能豊かな岩井俊二っていうのは｡僕が前にっ

ていう割と運命というか因縁を感じたんですよね。その因縁以

来もう長い付き合いですけどね。

河井：｢スワロウテイル｣ つて歌うのがChara じゃないですか。

Chara でもよかったけど、やっぱりYEN TOWN BAND にし

たってことですよね。

小林：いやだってあれはYEN TOWN BAND つてことでした

よ、最初から。Chara つていう話ではなかったかなあ。すごい

本当に偶然だったと思うけど、YEN TOWN BAND つていう

構想を持ってて、いろんなものが混ざっていく感じっていうの

が、なんかこう地べたから混ざっていくみたいなものじゃない

と本当に混ざっていかないんだよなって音楽的に思ってたとこ

ろに、岩井君がその映画で描こうとしているのがそのままぴっ

たりだなと思って。だから音も非常にある意味そっけないんだ

けれど人間臭いというか、楽器の一個一個の音をとにかく忠実

Iwai:  Yes, that's right.

Kobayashi:  So,  we  were  very  surprised. Actually  meeting

Shunji  Iwai, this guy  who  has  been  rumored  to be this great

genius, gave  me  a real sense of fate - that this was  somehow

"meant  to be." We've  been  acquainted for quite a long time since

this went  on.

Kawai:  But  it was  Chara  who  sang  in SWALLOWTAIL

BUTTERFLY,  wasn't it? Chara  would  have been fine of course,

but I thought it was  actually YEN  TOWN  BAND  would  be more

suitable.

Kobayashi:  Yes, I think it was  YEN  TOWN  BAND  from  the

start. I don't think there was  any  talk about Chara  doing  it. It

was  a real coincidence, but... YEN  TOWN  BAND  had  the kind

of structure where  lots of different things were  mixed  together,

and  we  felt that unless we  started mixing  things together from

the very beginning, we  wouldn't  get that "mixed"  feel that we

were  looking for. So when  we  were  thinking about it in terms of

music,  this was  just perfect for what  Iwai was  trying to portray
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に太くとっていくという音で。最初から最後までそこはブレな

いでいけたので、楽しかったです、それはね。

河井：楽しかったですか？

小林：楽しかったですよ。

河井：今、監督と音楽家ってやっぱりいい関係なんですかね？

小林さんも一回ミスチルで監督をやってるし、岩井監督は音楽

を自分でやったりもするじゃないですか。やっぱり「スワロウ

テイル」の監督と音楽家の関係っていうのは、やっぱり理想的

なんですかね。

岩井：どうですかね。割と最近もうちょっと混じり合って、一

緒に映画を作ろう的な感じの雰囲気になってきてますけど。実

際YEN TOWN BAND の時もそうですし、『リリイ・ジュジュ

のすべて』の時もそうだけど、小林さんの場合は、映画用にと

りあえず作ってもらったという次元ではないので。まずとにか

くそれを初めて聞いた時には驚くというか、こんないいものい

ただいちゃっていいんですかっていう感じで。本当にもう毎回

in  the  film. So  in a  sense,  the  music  too  was  very  brusque,  but

it kind  of  had  a human  feel, and  in the  sounds,  it picked  up  the

sounds  of  the musical  instruments  one  by  one,  basically, so  that

the  sound  gradually  thickened.  We  went  without  a hitch  from

start to finish, so  it was  fun, that part.

Kawai:  Was  it enjoyable?

Kobayashi:  Yes, it was.

Kawai:  So  as one  might  expect,  is there a good  director-musician

relationship?  Mr.  Kobayashi,  you  had  directed  Mr.  Children

once,  and  you,  Mr.  Iwai,  the  director,  were  doing  the  music

yourself.  I think that really, the  director-musician  relationship  for

SWALLOWTAIL  BUTTERFLY  was  the ideal relationship.

Iwai:  I suppose  so. I have  been  able to mingle  with  the musicians

more,  recently,  and  we  have  started  to feel like we  would  like

to make  a film together.  This  was  the  case  at the  time  of  YEN

TOWN  BAND,  and  at the  time  of  All About  Lily Chou-Chou.

But  in the  case  of  Mr.  Kobayashi,  there  wasn't  any  sense  of

そ んな感じ ですけ どね。 だから 関係 性とい うより も、 非常 にほ

か に類を見 ない感じ になる と思うんで すけ ど。

ゲ ス ト ： 北 川 悦 吏 子

北 川：こ こ にいる 方は 岩井 さん のフ ァン だと思 うん ですけ ど、

岩井さんプ ロデュ ースの もとに、小 林さ んもプロ デュー スだと

思 うんです け ど撮 らせてい ただいて、 すごい 岩井 さん的な 映画

で ない ものが出来上 がっ たのでぜ ひ見てい ただ きたい と思い ま

す ね。 すごい 一生 懸命台 本を書い たんです けど、いつ にな く何

回 も直しが 岩井さ んから 出てです ね。 一応 彼がプロ デュ ーサー

なので、直し て持っ ていっ たに も関わらず、 ほぼ台 本を使 わな

い という撮 影の仕方 をして…( 笑)。こ れ､笑う とこ ろな の ？(笑)

で、 ち ょっ と私的 には2 日くらい実 はすごい 落ち 込んだんで す

け ど、で も出来上 がりを 見ると とて も不思 議な映 画で 誰も セリ

フ をいって ないんで すよ。そ の ままを撮っ ている とい うか。 そ

う 思う と｢ そ んな役 者さ んが 普通 にしゃべ るこ と なんて、そ ん

なに面 白い わけ ない｣ つて 思 うでし ょう ？ そ れが そう では な

い んだ よね。

岩 井：そ うで す ね( 笑)。 やっ ぱ り北乃 きい と岡田 将生 かす ご

having  him  create  music  just for a film. When  I first heard  this, I

was  surprised  - or rather felt, "I can't believe I'm  going  to receive

something  so  wonderful."  And  this really is the  way  I have  felt

each  time. That  is why,  more  than  being  about  the nature  of  the

relationship,  I feel a sense  that I am  getting  something  I could

not  see anywhere  else.

Guest:  Eriko  Kitagawa

Kitagawa:  I am  sure  that the people  here  today  are fans  of  Mr.

Iwai.  Through  the production  of  Mr.  Iwai  and  of Mr.  Kobayashi,

my  first feature  film has  been  shot ―a  film which  is quite unlike

what  one  would  expect  from  Mr.  Iwai.  I urge  you  all to watch

it. I did  my  best to write  a good  script, and  Mr.  Iwai  managed

to  reinvent  the  work  in  unexpected  ways.  Because  he  is the

producer,  no  matter  how  many  times  I rewrite the script, he sends

it back,  and  I end  up  hardly  using  it at all... (laughter)  Oh,  have

I  said something  funny?  (laughter)  Speaking  personally,  I would

feel  quite  depressed  about  this for  a day  or  two,  but  when  we

actually  viewed  the finished  film, it was  a very mysterious  film to

us  with  hardly  anyone  speaking  any  dialogue.  "Did  they  perhaps

just  shoot  the  film and  leave  it as it is...?" If you  think  about  it,
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い ちょっ とし た天才 肌で、 とにか くアドリブ という か、イ ンプ

ロビ ゼ ーショ ンとい うか、そ の場で その気持 ちに 入っ てや る 夕

イプ。 なか なかい ないです よね。

北川：そう、生で人 を見てる 感じだっ たんです。撮 ってる 方も。

で 、そ れをつ ない で映画 にしていて 、で もちゃん と物語 になっ

ている んで す ね。 すごい 不思議 な質感だ と思って。 冒頭5 分を

見ても すご い妙っ て思う と思うので、 ぜひ見て ほし くて。

ゲ ス ト ： 加 護 亜 依

加護： 監督にお 会いする のは初めて です。 はじ め まし て。

岩井： た また まテレビで お見か けして、 映った時 に「あ、 きた

ぞ」 つて思って。

加護 ：き まし た ？私。

岩井 ：ピピ つと きちゃった んですね。 なんでか なって 思った ん

です けど、加 護さ んの場合 ちょっ と、 自分の中 にある 自分が 映

画を 作った 時の一 番ヒ ロ インつて感じ の顔 とほとん ど同じ目 を

it occurs  to you  that "when  these  actors  talk in the  usual  way,

it's probably  not  that interesting." I do  not  think  that it would  be,

anyway.

Iwai:  That's  right  (laughter).  Really,  Kie  Kitano  and  Masaki

Okada  are  real  geniuses,  and  with  that  type  of  person,  their

own  feelings  tend  to be  expressed  when  they  are  ad-libbing  and

improvising.  It's so hard  to find such  talented people.

Kitagawa:  Yes,  you  got  the  feeling  that you  were  seeing  the

real  person,  just as they  were  - even  with  the  people  who  were

shooting  the  film.  We  just linked  this all together  to make  it

into  a film, and  yet  in the  end  it all came  together  into a proper

story. I thought  the film had  an  amazing,  mysterious  texture. Just

watching  the  first five minutes  will show  you  what  a peculiar

work  this is. I urge  everyone  to see it.

Guest:  Ai  Kago

Kago:  This  is the  first time  I've met  Mr.  Iwai. Pleased  to meet

you.
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し てたんで すよ ね。 それで 「あ､ この 子はすごい な」 と思っ て。

もう本当 にすごい なと思っ た わけ です よ。 目に力 があっ たとい

う か。な んかバ ッシン グとかされて たんでし たっけ ？

加 護 ：そ う なん です よ、 はい。 す ご いバ ッ シ ング され て まし

た。ちょっ と10 代の時 に喫煙 をやっち ゃっ て…し かも2 回やっ

ちゃって。 解雇 されて、 それで1 年間引 退み たい な感じで 芸能

活 動を離 れて まし て、で5 月に香 港映画で復 帰をし たんです。

岩井 ：大変です ね、 バ ッシン グ。 辛かっ た ？

加護 ：大変でし た。

岩井 ：大変で すよ ね。 相当 きつ いはず だけど、そ れで も強い自

分がい るってい うこ とだと思 うんです よね。そ れがこ の先どう

いう形 になっ てい くかはち ょっ と分か らないけ ど、多 分その眼

差し を見 たんだ と思 うんで すよね。そ れでビ シつと きたという

か､ 本当 にはたか らで もショックだっ たんで、「なん だこ れ」 つ

てい う。 最初 正直、 加 護さん だっ て知 らな くて、「こ の女 の子

誰 だろう」 と思って 、しば らく分か らなかっ たんで すよ。も う

Iwai:  I've seen  you  on  television  sometimes,  and  whenever  I saw

you,  I always  thought,  "Wow,  she's the  one."

Kago:  Oh,  really? I was?

Iwai:  It just came  to me  like a flash. I'm  not  sure why,  but  when

I  think  about  all the  major  heroines  in all the  films I have  made,

they  always  have  the same  kind  of  face as you  have.  That  kind of

face  makes  me  think  "Wow,  this girl is really good."  I really did

think  that that was  amazing.  There  was  power  in those  eyes. May

I  ask... were  you  ever subjected  to criticism in your  life?

Kago:  Yes,  I was.  I was  subjected  to severe  criticism. When  I

was  in my  teens, I used  to smoke.  But  I only  did  it twice.  I was

fired  from  my  job, and  I went  into  something  like retirement

for  a year  after that, and  retreated  away  from  the entertainment

scene.  Then  in May  I made  a comeback  in a Hong  Kong  film.

Iwai:  That's  terrible. Was  it tough,  suffering  such  criticism?

Kago:  Yes, it was  terrible.
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まっ たく結 びつ かな くて、 まっ たく全 然別人 な感じで。 な んか

こ うあ った んでし ょう ね。

河井 ：なんか ね、多分 監督はこ ういう ところ から、 例えばr ス

ワロ ウテイ ル』 つてい うの も、 外国か ら日本 を目指し て きた人

を 強制 送還 す るっ てい う、 日 本は 法 律で。 そ うい う とこ ろか

らお 話がああい う形 になっ たり、『リリ イ・ ジュ ジュ のすべ て』

の時 もそ う だね。 やっ ぱりいろ んないじ めの問 題とかっ ていう

こ とから企 画がお きて。 基本的 に オリ ジナルで、 自分が やっぱ

り 感じた ものか ら ね、 企両 が出 て きた りする のか なと 思って。

楽し みにしたい なと。

岩井 ：せ っかく の縁なので。

河井：何 か見たこ とあり ますか ？

加護：『スワロウテ イル』大好 きで。

岩井：あ りがとうご ざい ます。

Iwai:  It must  have  been.  But  when  I look  at your  face, it looks  to

me  as though  however  terrible it must  have  been,  you  yourself

have  stayed  strong. There  is no  way  of  knowing  how  it will end,

but  I really feel as though  I have  seen  such  an  expression  in your

eyes.  Just taking  a brief look  left me  quite  visibly  shocked;  like

"What  is this?" I'll be  honest;  at first, I didn't  know  that it was

you,  Ms.  Kago  - I just wondered  "Who  is that girl?"  and  for  a

while  I didn't  know.  I absolutely  didn't  make  the  connection;  I

really thought  it was  a different person.  That  was  pretty much  the

way  it was.

Kawai:  For  example,  what  we  see  in  SWALLOWTAIL

BUTTERFLY  is the enforced  repatriation  of foreigners  who  have

come  to Japan  from  abroad,  in the  Japanese  legal system.  I see

this when  you  are  talking about  this film and  also when  you  are

talking  about  All About  Lily Chou-Chou.  There  again,  the plot of

the  film included  various issues  related  to bullying  among  others.

Basically,  the  plot  of  your  film  is very  original,  and  comes

together  from  what  you  are feeling. I am  looking  forward  to it.

Iwai:  It was  just my  destiny  to do  it, so I worked  really hard.

加護：YEN TOWN に行きたいです。住んでみたいです。

ゲスト：伊藤 歩＆種田陽平

河井：いろんな映画に、監督の映画にも出てるじゃない。ほか

の監督と比べて何か違うものっていうのはあるのかしら、岩井

俊二っていう。

伊藤：なんですかね。岩井さんと仕事してる時は、私はあんま

り迷いがない感じがしますね、自分の中で。現場に行って、そ

の役がちゃんと分かりやすく演じられるっていうか。多分気持

ちを全部預けてる感じが私の中であるんだと思うんですけど。

安心してるし。あとは演出がほかの方と比べて、岩井さんは、

感情的なことは私に任せてくれる感じがするんですけど、動き

とか。例えばちょっとした目の動きとかそういうことを指示し

てくれるとかは、あまり少ないんですけど。それがすごく意味

があるように、あとから編集で見てみると「あ、こういう意味

だったんだ」つていう、こっちが意図していないことが自然に

表現させてもらえる監督だなという感じです。

河井：種田さんはどうですかね。毎回自主映画に付き合わされ

Kawai:  Have  you  seen  any  of his films?

Kago:  I really like SWALLOWTAIL  BUTTERFLY.

Iwai:  Thank  you.

Kago:  I'd like to go  to "Yentown"-  you  know,  to live.

Guests:  Ayumi  Ito  and  Yohei  Taneda

Kawai:  You  have  appeared  in a number  of films, including  other

directors'  films.  Do  you  feel that  perhaps  there  is something

different  about  Shunji  Iwai's  films,  compared  with  other

directors?

Ito:  Let  me  see...  When  I'm  working  with  Mr.  Iwai,  I never

have  within  myself  any  sense  of feeling lost. I just feel when  I'm

on  set that it's easy  for  me  to understand  how  I'm  supposed  to

play  the  role. I think  what  I feel inside  me  is that he's leaving

everything  up  to  me.  It makes  me  feel  very  secure.  When  I

compare  his directing  with  that of  other directors, I feel that Mr.

Iwai  is letting me  take  care  of  the expressive  part of  the role,
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て いる感じじ ゃない ですか ？

種 田 ：い や、そ れは ない です よ。 岩井 さ ん の仕 事は 映 画 だけ

じ ゃな くて、プロ モーショ ンビ デ オで もCM で も、短い のでも、

本質的 な説明っ ていうか 内容の 説明 とかあ ん まりない んで す よ

ね､ 岩井 さんか ら。 それは もう本 とか コ ンテ に書か れて るか ら、

実はそ んな に打ち合 わせする というこ とはな くて、そ れ以 外 の

やり たい無駄 話み たい なのがい っぱいあ って、 その中 に岩井 さ

んの やりたい ことがい っぱい 詰まって て。 だか ら今の 伊藤さ ん

の話 じゃない けど、 普通の監 督だっ たら、ここ をこう やり たい

とか 具体的 な話や指示 が多い んだけ ど、そ うい うのが ない んで

す よね。

such  as the  movements  I should  make.  For  example,  he  doesn't

give  directions  about  little things, such  as eye  movements.  Then,

when  I see  the  edited  version  later on,  I see  the  meaning  that

he  had  in  his head  "Oh,  that was  what  he  wanted  to portray!"

The  sense  I get  is of  a director who  gets me  to express  naturally

things  which  I myself  never  even  intended  to.

Kawai:  What  do  you  think,  Mr.  Taneda?  Do  you  feel  each

time  you  work  with  Mr.  Iwai  that  you  are  performing  in  an

independent  film?

Taneda:  Not  at all, actually. Mr.  Iwai's  task  isn't just the  films

themselves,  but  also the  promotional  videos,  commercials  and

so  on.  Even  in  such  short  items,  Mr.  Iwai  really  doesn't  give

much  explanation  of  the content.  For  Mr.  Iwai,  the  meaning  is

already  there  in the  original  content  - the  script  or  storyboard.

So  rather than  doing  meetings  to talk about  the  content, Mr.  Iwai

spends  some  time  chatting  about  unrelated  topics  that he  wants

to  do,  which  is related  to  many  things  that he  wants  to realize.

I  suppose  this is similar  to what  Ms.  Ito  just said  - with  usual

directors,  their way  of  directing  has  a lot of specific descriptions
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(以上文章はカンフ ァレ ンスの模様を抜粋 再編集したものです。)

and  directions of what  they want  to do, but with Mr.  Iwai, that

just isn't there.



映画人の視点Director's Angle　　Director's Angle

【黒沢 清の世界】The World of Kiyoshi Kurosawa

［カンファレンス］ ［Conference］

【出演】

黒沢 清

映画監督

[Speaker]
Kiyoshi Kurosawa
(Director)

【プロ フ ィ ール 】

1955 年7 月19 日 兵 庫 県 生 まれ。 立 教 大 学 在 学 中

よ り8 ミ リ 映 画 を 撮 り 始 め、『し が ら み 学 園 』 で 第

4 回ぴ あフ ィ ル ム ・フ ェ ステ ィ バル の 入賞 を果 たす。

83 年､『神田 川 淫乱 戦争 』で 商業 映画 デビ ュ ー。 以 後、

『ド レミ フ ァ娘 の血 は騒 ぐ 』（85 ）『地獄 の 警備 員』（92 ）

な ど で熱 狂的 な支 持 を集 め 、92 年 に は、 オ リジ ナ ル

脚 本『カ リ スマ』が サン ダン ス･ イン ステ ィ テュ ート･

スカラ シ ップ を受 賞 し 渡米。 その 後、『勝 手 にし や が

れ!!』 シ リ ー ズ(95-96) 『 復 讐　THE REVENGE 』

シ リ ー ズ （97 ） な ど を監 督 し 、 幅広 い フ ァン を 獲 得

する。 そ し て 、97 年 黒 沢 清 の 名 を 世 界 に 轟 か せ た

『CURE キ ュ ア 』 を 発 表、 ロ ッ テル ダ ム 映 画 祭 で も

大 きな 注目 を浴 び た。翌98 年 の『蛇 の道』『蜘蛛 の瞳 』

に 続 き、99 年 に は 『ニ ン グ ン 合 格 』（ベ ル リ ン国 際

映 画祭 フ ォ ーラム 部門 正 式 出品 作品 ）、 初 め ての ラ ブ

ス ト ーリ ーと なる 『大い な る幻 影』（ベ ネチ ア国 際 映

画 祭正 式招 待作 品 ）、2000 年 に は 『カ リ スマ 』（カ ン

ヌ 国際 映 画 祭 監 督週 間 正 式 出品 ） で 確 固 た る 評価 を

得 る。 以 降 も、 カ ン ヌ国 際映 画 祭 で 国 際 批 評 家連 盟

賞 を受 賞 し た 『回 路 』（01 ）、『ア カル イミ ラ イ』（03

／ カン ヌ国 際 映 画祭 コン ペ デ ィ ジョ ン 正 式 出 品、 日

本 映画 プ ロ フ ェ ッシ ョ ナ ル 大 賞 監 督賞 受 賞 ）、『楳 図

か ずお恐 怖劇 場　 蟲 た ちの家 』（05）、『LOFT 囗フ ト 』

（06 ／プ サン 国 際 映 画 祭 正 式 出 品 ） な ど、 圧 倒的 な

作 品力 で 世 界 中 か ら 大 き な 注 目 を浴 び 続 け て い る。

06 年 に はヴ ェ ネチ ア 国際 映 画 祭 に 『叫』 を 特 別 招待

作 品 で 出品 。 最新 作 『トウ キョ ウソ ナ タ』 は 、08 年

カン ヌ 国 際 映画 祭 で 「あ る視 点 」 部 門 審 査 員特 別 賞

を受賞 し た。

Profile

Born  in Hyogo  Prefecture, Japan,  on  July 19th, 1955.  He

started making  8mm  films while  at Rikkyo  University. His

Shigarami  Gakuen  won  a prize at the  Pia  Film  Festival in

1981.  He  made  a commercial  film debut  with Kandagawa

Wars  in 1983.  His  The  Excitement  of  the Do-Re-Mi-Fa

Girl  (1985)  and  The  Guard  from  the Underground  (1992)

received  enthusiastic  support.  He  won  the  Sundance

Institute Scholarship  in 1992  for Charisma  and  went  to the

U.S.  Later  he  directed  the Suit Yourself  or Shoot  Yourself

series (1995  - 1996)  and  The  Revenge  series (1997)  as well

as  others  and  acquired  a wide  range  of  fans. In  1997  he

released  Cure  which  made  his name  known  worldwide  and

attracted a lot of attention at the Rotterdam  Film  Festival.

Following  Serpent's  Path  and  Eyes  of  the Spider  in 1998,

he  secured  a  solid reputation  for  himself  by  releasing  a

series  of  films, namely  License  to Live  (entered  in  the

Forum  at the Berlin  International  Film  Festival), his first

love  story Barren  Illusion (officially invited to the Berlin

International  Film  Festival), and  Charisma  (2000)  (entered

in  the  Director's  Fortnight  at the  Cannes  International

Film  Festival). He  went  on  to release more  films, namely

Pulse  for which  he  received  the  International  Federation

of  Film  Critics  Prize,  Bright  Future  (2003,  entered  in

the  Competition  section  at the  Cannes  International

Film  Festival, and  received  Japanese  Professional  Movie

Award  for best director), Kazuo  Umezu's  Horror  Theater:

Bug's  House  (2005),  Loft  (2006,  entered  in the  Pusan

International  Film  Festival),  and  his talent  continues  to

attract a  lot of  attention.  In  2006,  his  Retribution  was

entered  in the  Out  of  Competition  section  at the  Venice

International  Film  Festival. His  latest work,  Tokyo  Sonata

received  the  Un  Certain  Regard  Jury  Prize  at the  2008

Cannes  International Film  Festival.
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［カンファレンス］［Conference］

木 藤 幸 江

プロデューサー

Yukie Kito

Producer

芦 澤 明 子

撮 影 監 督

Akiko Ashizawa

Director of Photography

香川照之

男優

Teruyuki Kagawa
Actor
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小 林 淳 一

雑誌「インビテーション」編集長

Junichi Kobayashi

Editor in chief, “Invitation”

ゲ スト （発 言順）

モデレーター 皿 麟



カンフ ァレンス・テーマ：「黒沢映画は進化する」

Conference Theme: “Kurosawa films continue to evolve ”
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映画 とは残酷 なも の である。撮 れば撮 るほどう まくな るとい

うもの ではなく 、多 くの作 家が初 期作品の 輝き を失い、 自己模

倣へ と陥 ってい く。 その中 で、軽 やかに 自分 の作品 の相貌 を更

新し続けてい るのが黒沢清 である。最新作 「トウ キョウソナ タ」

を見 た時 、こ れは家 族映画 という誰 もジ ャンルとし て認識 して

いないジ ャンル映 画だっ たことに 戦慄す る。ま た。 違う映 画を

撮ってい る。映画 史上を見 渡して みても そんな作家 はほ かにい

ない。黒 沢が敬愛 するスピ ルバ ーグを除け ば。この 進化 は止ま

ること はなく、黒 沢清は今 日も 映画 の可能性 自体を孤 独に 更新

し続けてい る。

（文 ：小林淳一）

上 映 作 品/  Screenings

r朗読紀行 ・にっぽんの 名作 「風の又三 郎」」(2003/50min.)

キャスト：小泉 今日子

『ココロ、 オドル｡』(2004/23min.)

キャスト：浅野忠信

「爵手にし やがれ!! 成金計画」(1996/81 min.)

キャスト：哀川 翔 ／前田耕腸

「蛇の道」(1997/85min.)

キャスト：哀川 翔 ／香川照之

「カリスマ」(1999/103min.)

キ ャスト ：役所広司／池内 博之

『蛇の道j･ が角川映画

Films  are unmerciful. Making  more  films does not necessarily

make  you  better at it. Many  artists lose the initial shine and

lapse  into self-mockery. Kiyoshi Kurosawa,  however,  continues

reinventing  his works  seemingly  with  ease. His  latest, Tokyo

Sonata  gave  me  a shiver as it was  a family  movie,  a genre

which  is hardly recognized  by  anyone  as a genre. He  has made

a  completely  different film as well. There  is no  other director

like Kurosawa  in movie  history, except  for his revered Steven

Spielberg. Kurosawa's  evolution goes on  without stopping, and

he  continues  to renew  the possibilities of films on  his own  as

always.

(Text  by Junichi Kobayashi)

Matasaburo  the wind  imp/Kenji  Miyazawa

Cast: Kyoko  Koizumi

Soul  Dancing

Cast: Tadanobu  Asano

Suit  Yourself or Shoot Yourself: The  Nouveau  Riche

Cast: Sho  Aikawa  / Koyo  Maeda

Serpent's  Path

Cast: Sho  Aikawa  / Teruyuki Kagawa

Charisma

Cast: Koji Yakusho  / Hiroyuki Ikeuchi
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カ ン フ ァ レ ン ス ・ テ ー マ ：「黒 沢 映 画 は 進 化 す る 」

小林 ：今 回のプロ グラムは 僕も一応作 品を 選ばせてい ただい た

んです け ど、 その 内1 本 だけ 人気投 票 で、『カリ スマ』 が 選ば

れまして｡ こ れだけ黒 沢さんの フィ ルモ グラフ ィーがあっ て『カ

リ スマ』 つていう のは予想 もしてい なかっ た。 まあ黒沢さ んに

意識があ るのか、こ こか ら伺いたい んですけ ど。 1999年 に「カ

リ スマ」「大い なる幻影」 で2000 年 に 「回路」 とい うこ とにな

り ます ね。

黒 沢：そ うです ね。

小 林： 僕も世代 的には「 ノスト ラダム スの大予 言」とかそ うい

うのを、 例え ば36 歳で死 ぬのか なとか思 ってい たんで すけ ど、

95 年 くらい を 過 ぎる と、 も う何 も起こ らない のか な とか 思っ

たりし だして。 当時の黒 沢作品 を見てい て、真面 目に世 紀末 と

向 き合っ てらっ しゃる という 感じ を持っ てい まし た。結 果とし

て2001 年 の9.11 とい うのが 起きて｡そ のあ とに改めて 見返す と、

『回路』 も含 めて、 ち ょっ と予 見し て いる という か時代 性 みた

い なこ とが あとか ら付いてし まっ たという気が するんで すが。

黒 沢：あ ん まり予 見して いる なんていう のはおこ が ましい んで

すが…。 昔はで すね、現 代性 などという ものは絶対 に出し たく

なか っ たん です よ。あ る 時 期、80 年 代 くらい までは。 全 然い

つ の 時代 で も ない、 場所 もどこ で も ない、 で きた ら映 画 だけ

の場所 で、映画 の世界で 、映 画だけの時 間が流 れる映 画を作り

たい とい うのが夢 だっ たんで すが、やっ てもやっ ても どっ かに

現代 が張 り付 くんで す ね、 映画 って いう の は。 で、90 年代 の

ある 時に、V シネマ の ような もの を何本 か撮っ てい るう ちに、

｢あ 、こ れ現 代 から逃 れられ ない ものなんだ な、 映 画って いう

のは｣ というこ とに気付 いた んで す ね。 少なくとも僕 たちが やっ

てい たような、 生 で撮 る映 画で は。 全 部 スタジ オで 撮って、 今

のようにコンピ ュータグラフィックスで 合 成してとか、そういうこ

とを やると可 能な のか もし れ ませんけど､コンピュータグラフィッ

Conference  Theme:  "Kurosawa  films continue  to evolve"

Kobayashi:  More  or less I personally  picked  all of  the films  in

the  program  this time, but  there was  one  film which  was  included

due  to the  results of  a vote, and  that was  Charisma.  Considering

all of the other  movies  in your  filmography,  I never  expected  you

to  come  out  with  a film  like Charisma.  What  I want  to start off

asking  you  about  is your  state of mind  when  you  make  a film. In

1999  you  came  out  with  Charisma  and  Barren  Illusion, and  then

in  2000  you  made  Pulse,  is that correct?

Kurosawa:  Yes, that's right.

Kobayashi:  There  was  a lot of  talk when  we  were  younger

about  things  like the  prophecies  of  Nostradamus,  and  so  I grew

up  always  thinking  that I might  die  at the age  of  36 for  instance.

But  then  1995  came  and  went,  and  I'm  still here. So  I started

thinking  then  that probably  it's all going  to be  alright from  here

on  out. But  when  I saw  those  films  of  yours,  it really  brought
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back  that feeling  once  again  that we  are  perhaps  approaching

the  end  of  the world.  And  then  there  was  September  11,  2001.

Looking  back  at the films  now,  especially  Pulse,  they  were  sort

of, maybe  you  could  say  that they  were  representing  the  age. I

kind  of feel that they were  foretelling the future.

Kurosawa:  Well,  it would  be  ridiculous  of me  to say  that I was

looking  in to the  future  when  I made  them.  In  the  past, I never

wanted  to make  the  kind  of  film that people  would  look  back

on  and  say  that it represented  an  era, or  anything  like that. At

least  that was  my  way  of  thinking  until sometime  in the 1980s.

At  that time  I wanted  to make  films  that existed  only  within

cinematic  history, in  a place  inhabited  only  by  film;  films  not

attached  to any  real time  or place.  But  no  matter  how  much  I

tried to do  this, in the  end  films  always  take on  something  of  the

era  they are made  in. It was  during  the 1990s  when  I was  making

a  lot of V-cinema  (direct-to-video)  type  films  that I realized that
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The  World of Kivoshi Kurosawa



クスな んか 当時 やって いた映 画で はもちろん 使 えなくて。全 部、

東 京のそ の辺の 場所 で 撮るという時 には、嫌で も現 代 は映 って

くるとい うことが 分 かっ たので、 だっ たらそ れを 積極 的 に取り

入 れ ようという風 に変 えてい った という流 れが あります。 現 代

性は 映画 では仕 方 なく映ってくるもの。 で すか ら、 僕の 映 画だ

けで はない、 どの方 の映 画で も必ず 映ってきますよ、 現 代は 。

小 林：そん なところ も宿命とい うか。

黒 沢：そうで すね、はい。

小林 ：それでい わゆる9.n 以 降に なってし まっ て、黒 沢さ ん自

身、 やっぱ りあ あいう 風な撮 り方は 著作 か ら僕は読 んだんで す

が、あ の ままはもう撮 れない という流 れに変 わった という風 に

読 みましたけ ど。 それ はどういう 流れで変 わった んですか ？

黒沢 ：そう です ね、 僕も歳 を とっ たとい うこ とな んで すけ ど。

あん まり自分 自身でち ゃんと 意識してい る わけ ではない んで す

が、 やっ ぱ りあ る時 期か ら、 思え ば ち ょう ど今 世紀、21 世紀

に入っ てか らくらい なんです けど も、「あ れ ？ ひどい責任 は 僕

films  can't  after all ever  be  free of  the era  they  are  made  in. At

least, the  type  of  films that I was  making,  films  that were  shot

on  location,  these  films  can't. Perhaps  films  shot  entirely  in a

film  studio  and  then  edited  with  computer  graphics  can,  but  of

course  we  didn't  have  anything  like that at the  time. I began  to

understand  that since  everything  had  to be  filmed  in locations

around  Tokyo,  no  matter  how  much  I may  have  hated  it there

was  no  way  for  me  to escape  making  films  about  this world  we

live  in. Once  I had  realized  that, I made  the  decision  to accept

the  reality of  my  situation  proactively,  and  I began  to make

films  expressly  about  the  current  age. I began  to understand  that

modernity  is something  that films cannot  help  but  record.  Every

film  is about  the era  it is made  in. It's not  just my  films either, I

mean  any  film produced  by  anybody.

Kobayashi:  So  you're  saying  it's inevitable.

Kurosawa:  Yes.

Kobayashi:  I remember  reading  somewhere  that you  decided

after September  11 that you  could  no  longer  film movies  the way

に もあ るのか」 と思 えて きたんです ね。 そ れまでは普段 から な

んて ひどい世 の中だ と、 ひ どい 社会 だと、本当 にひどい なあ と

思っ てた んで すけ ど。 絶対 に 人のせ いだ と思っ て たんで す よ。

政治が どうだ とか ね。「なんで こん なになって んの ？ だ れが悪

い んだ よ、出 て来 い責 任 者 冂 と 思っ て たん です け ど。 21世

紀 に 入っ たく らい から 「あ れ ？ 僕に も責任 あ る ？」 つて 思う

ように なっ て。僕 は何 をし たかってい うと何 もし てない んです。

文 句だけ いってい て何 もし てい ないとい うこ とに気 が付い たっ

て いうこ とがあ りました ね。 そ れで まあ、 恥ずかし なが らこ の

映 画を撮 るとい う、 大に 自分の作 品を見せ る仕事 をやってい る

関係上、 もうずい ぶん歳 をとってし まい まし たが、多 少 はそ の

責 任を 果 たせ ない か なあ という 気は21 世紀 に入っ てか ら 意識

す るよう になり まし た。で すから作 品として は 『アカルイ ミラ

イ』 くらい から。じ ゃあ、お 前は 今何 してる んだ と問わ れる と

ぐっ と詰 まるんです けど…。 何かで きている、 責任 を取 れてい

る という実 感は まだあ り ませ んが、 どこか何 かしな きゃいか ん

のじ ゃないか、 つてい う気はし て きて ますね。

小林 ：では、こ こで 『トウ キョウソ ナタ』の予 告編を流 したい

と思い ます。

that  you  had  been,  and  so  you  were  going  to begin  creating  films

in  a new  style. At  least that's what  I read, but  would  you  say  your

filming  style has  changed?

Kurosawa:  Well,  yes, and  that's because  I'm  getting  old. And

it's not  to say  that  I really  think  about  this a  lot, but  at some

point,  if I remember  correctly, it was  right at the turn of  the 21st

century,  I suddenly  began  to think,  "Huh,  I guess  I'm  also kind

of  responsible  for the way  this world  is." And  I'd always  thought

that  we  live in this horrible  world,  in this horrible  society, and

that  everything's  just awful  and  it's all absolutely  the  fault of

other  people,  or  the  fault of  politicians, or  so  on  and  so  forth. I

would  always  think,  "Why  are  things  like this? Who  made  the

world  this way?  Someone  take  responsibility!"  But  then  we

entered  the  new  century  and  I started to wonder,  "Wait?  Don't  I

also  have  some  responsibility  for all of this?" It's not  like I really

did  anything  to cause  the  world  to be  the way  it is, it's like when

you  complain  and  then  realize  that you  haven't  done  anything

to actually  solve  the  problem.  I realized  when  we  entered  the

21st  century  that I make  my  little films  and  that I've grown  old

pursuing  this occupation  of  showing  my  work  to other  people,
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～ 『トウ キョウソ ナタ』 予告編 ～

ゲ ス ト ： 木 藤 幸 江

木藤： 今回の 『ト ウキョ ウソナ タ』 は実 は邦画の仕 事は初 めて

だった のでびっ くりし たんですが、 小泉 今日子 さんが撮影 が終

わっ たあ とに 「今回の現 場は誰 も怒鳴っ たりし なくて、 とても

紳士 的でし た」 とお っし ゃっ たので、「普 通は怒 鳴 り合い があ

るん です か ？」 つて 聞い たら、「すごい あ るん だよ」 つて い わ

れて。 本当 に今 回はそ ういう 意味で は皆 さん和気 あいあ い と心

が通じ 合ってい る現場でし た。

小林 ：黒 沢組 はいつ もそう なん です か ？ そ れともこ の 作品 だ

け ？

黒 沢：そ うです ね、 僕自身あ ん まり怒鳴る とかいう こと はし な

い で す。 怒 鳴る より は土下 座す る方で す よね。「お 願い だ から

やってく ださい」つて（笑）。そ っちの ほうが得 意なんで すけ ど。

and  that within  all of  that maybe  there  is a chance  to fulfill my

responsibility  to the world.  That  was  about  the time  that I made

Bright  Future.  If  I'm  asked  about  just what  I'm  trying  to do,

well,  I really  don't  know  what  to say. I don't  have  the  feeling

that  I'm  really making  anything  or  fulfilling my  responsibility

to the  world  even  now.  But  I do  feel that I have  to try and  do

something.

Kobayashi:  I would  like to show  a trailer for Tokyo  Sonata.

-Tokyo  Sonata  preview-

Guest:  Yukie  Kito

Kito:  Actually  this was  the  first time  I've  ever  worked  on  a

Japanese  film, and  I remember  being  surprised  because  after the

filming  was  over  Kyoko  Koizumi  commented,  "The  environment

this time  was  so polite, no  one  yelled  at all." I asked  her, "Is there

usually  a lot of yelling on  the set?" and  she  said, "All the time."  I

think  the  difference  was  because  of  the calm  environment  on  the

set that allowed  everyone  to work  together  harmoniously.
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ティーチイン

質問:監督がいつも持たれている哲学みたいなものがあったら、

お聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。

小林：哲学ですか？ 哲学はないと黒沢さんいい続けてますけ

どね。

黒沢：そうですね、ごめんなさい。僕は哲学というようなこと

をここできちっとしゃべれるほどの人間ではないんですけれど

も。哲学っていうものではないんですが、ただよく聞かれるの

でちょっと違ういい方をさせていただくと、「人間ってどうい

うものだと思ってますか？」と聞かれることがたまにあって、

そういう時に無理やり答えているのは…。哲学といったような

ものではないですよ。人間って、絶対この人はこうでこうでこ

ういう人でこうだといわれていたり、自分で思っていたりする

いろんな特徴の正反対の特徴を持っていると僕は思っていま

す。だからこれは皆さん経験的に分かっていると思いますが。

例えば、僕って大雑把な人問なんですよ。とても大雑把な人間

なんですけど、普段とっても雑で。だから雑であることに慣れ

ている、雑であることはうまいんです。ただ僕は時にものすご

Kobayashi:  Are  the  people  around  Kurosawa  always  this way

or  was  it just for this film?

Kurosawa:  Well,  I personally  don't  yell very  much.  I'm  more

likely  to prostrate  myself  before  someone  than yell at them.  "I'm

begging  you,  so please  do  it" and  so  forth (laughter). I'm  great at

begging.

Q&A

Question:  I would  like to ask  Mr.  Kurosawa  if you  perhaps  have

something  like a philosophy  you  live by?  Thank  you.

Kobayashi:  A  philosophy?  Mr.  Kurosawa  keeps  saying  he

doesn't  really have  one  though.

Kurosawa:  It's true, my  apologies.  I'm  afraid  that  I'm  not

the  kind  of  person  that  can  come  up  here  and  talk precisely

about  philosophy  either. I don't  really  have  a  philosophy,  but

I  am  often  asked  about  it, or  rather, to phrase  it differently, I

am  often  asked,  "What  do  you  think  it means  to be  human?"

And  if I have  to give  an  answer  to that question,  I would  say...



く几帳面 になるんで す。 ものすご く細か くなって、 細かい 時に

歯止めが利 かなく なるんです ね｡ 大雑把で あるこ とでは 世の中、

つ まり社 会とう まく適合で きてる んですけ ど、几帳 面であ るこ

とでは、 ものすご く歯止め が利か なくなって 、社会 とう まく適

合で きてい ないので。 だか ら僕は 普段 か ら大雑把 な人間で、 そ

れを 知っ てい る 大は 僕を 大雑 把 な人 間 だと 思っ て るん です け

ど、時に 僕が狂っ たように 几帳面 になってい る とこ ろを見 た大

は「この 大は恐 ろし く几帳面 だ」 と見えるで し ょう。 大 間っ て

そうい う とこ ろが ある と思 い ます。分 かり やすい 例 えです ね。

逆もあり ます。 几 帳面な方 は、几帳 面であ るこ とは社会の 中で

う まくやっ ているけ れ ども、 もの すごく 大雑把 な面 がある と歯

止めが利か ない｡ だか らこ れは ものすご く単純 な例えで すけど、

その よう に大間っ てあ る面 を持って いる方 はその正 反対 の面が

最も強く､あ る時に出 る。その時 に強烈 にそ の人 のキャラ クター

が出て くる。 その 面を見せ た大は、 意外 とそ の面が 強烈 だっ た

りし た ら正反 対 の面 が とって も 優し い形 で備 わって い た りし

てってい う。 だか ら恐 ろしい 殺人 鬼、逮捕 され た犯 人が、 別の

ところで はすごく 優し い大 だった､ いい 大だっ たってい うのは、

ものすご くよくあ るこ とだってい うこ とで すね。哲 学 とは関係

ないか もし れ ませ んけ ど、 大 間っ ていう のはそ うい う もんだ と

"Well,  it's not  my  philosophy  though."  Humans  are, well,  you

can  say  that  someone  is like  this and  this and  this, and  that

they  are  this sort of  person,  but  then  if you  really  think  about

it you  will  realize  that  people  possess  certain  characteristics

and  certain other  contradictory  characteristics  at the  same  time.

Of  course  this is something  that I think  that everyone  already

knows  through  personal  experience.  For  example,  I'm  not

really  the  sort of  person  who  cares  about  details. In  fact, I'm

quite  careless. And  because  of  this, I'm  used  to careless things,

and  I'm  good  at being  careless.  But  then  sometimes  I'm  also

extremely  meticulous.  When  it comes  to really detailed  things, I

just  can't stop myself.  The  world  is a careless  place, and  so  I'm

usually  able to fit in to society, but once  I get going  on  something

detailed  I stop being  able  to fit in at all. I am  definitely a careless

person,  and  I think  that the  people  who  know  me  also  think  of

me  this way,  but  then  sometimes  I just go  crazy  about  detail, to

the  extent  that people  who  see  me  at those  times  probably  think

I'm  obsessed.  I think  everyone  is like this. Well,  this is a bit of  a

dumbed-down  example.  And  of  course,  their also exists  people

who  are  the  exact  opposite  of  me.  People  who  are  able  to fit

into  society  very  well  being  meticulous,  but  who  also have  this

いう風に昔から思っていて、それが僕の映画のストーリー作り

の中でも反映されているとは思います。映画っていうのはリア

ルではないので、なんでもありなんですけれども。あるシーン

でこうだった人が、次のシーンでなんで全然違うのっていった

ら、「そうじゃないですか、人間って」つていう。同じ人とは

思えないなんていう風にドラマの世界では思われてしまいがち

なんですが、実際の人間も全然違う面をいきなり見せるよねっ

ていうのが僕の考え方かもしれませんね。

小林：今日その話をしようと思っていたんですけど、黒沢さん

は文学とか哲学っていうので映画を撮っているんだと思うし、

ある種、哲学的な映画がいいっていうのがあると思うんですけ

ど、そこに拘られているという風には思っているんですが。

黒沢：自分ではもうなんだか分かりませんが、話が出たからい

いますと、いつも映画を作る時に考えてしまうのは、自分は物

語を作っているのではないという意識ですね。といって脚本を

書いている時は明らかに物語を作っているんです。脚本を書

くのが厄介なんですが…。脚本を書いている時は物語を作って

いて、ある意味では脚本を書き終わった時点で物語を作りたい

careless  side that they just can't control. It's really a very  simple

example,  but  I think  that you  can  take  anyone  in the  world  and

look  at the  face  that they  are  showing  to society, and  know  that

they  also  have  a  side to them  that is the  complete  opposite  of

that. A  much  stronger  side, one  that only  comes  out  on  occasion.

It  is on  these  occasions  that  one's  true  colors  are  the  most

vibrant.  If at these times  the side that a person  shows  to the world

seems  harsh, that just means  that their opposite  site is very  kind.

And  this is why  you  often  hear  feared  murderers  and  arrested

criminals  talked  about  by  people  that knew  them  as  such  nice

people,  such  good  people.  This  all might  not have  anything  to do

at all with  philosophy,  but  I have  thought  this about  the  nature

of  humanity  from  a long  time  ago,  and  I think  that it's reflected

in  the  movies  that I make.  Since  films  aren't  real, you  can  do

anything  in them.  In  one  scene  we  might  have  this character  act

one  way,  and  in the  next  scene  they  are  completely  different,

and  what  I'm  trying to say  with  this kind  of  set up  is, "Isn't this

the  nature  of humanity?"  I think  that my  films are  often  thought

of  as being  full of  characters  who  often  change  into completely

different  people,  but  isn't it true that in reality people  often  act

very  suddenly  in a very  different way  than they  were  just acting?
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という欲望は完全に消費されて、終って。「さあ映画を撮りま

しょう」つていうと、物語はもういい。作ったから。それで物

語ではない全然別な何かを自分は撮るので、それは映像ともい

えるし、さっきちらっといった出来事とか、目の前で起こって

いることとかいろんな表現を、なんだか分からない物語ではな

い何かを作っているんだと思うんですが。とはいえ、それって

最初に終わってしまったある物語に沿って組み立てられてもい

るっていう。話が逸れちゃいましたけど、物語というものと、

いつも距離の取り方に僕は悩んでいます。付かず離れずという

か、いつまでもそれに関わってはいるんですが、どこかで自分

が撮っているのは物語ではないという確信もあるし、ただ映画

のことをあとで話すとほとんど物語のことが多くて、「それは

脚本家に聞いてくださいよ」つていうことが多いんですけど。

物語っていうのは映画で最も強く人に伝わっていくものなんだ

なあとは思うんですが、それだけではないよっていう思いもあ

ります。

This  is my  own  way  of  thinking.

Kobayashi:  I had  thought  before  asking  you  about  this today

actually. I think  that you  make  your  films by  taking  inspiration

from  philosophy  or  literature, and  I think  that you  must  like

a  certain type  of  philosophical  film, but  do  you  ever  think  the

stories  of your  films are limited  by  their philosophical  elements?

Kurosawa:  This  isn't something  that I really understand  myself,

but  since  we  are  talking  about  it, the  one  thing  I always  think

when  I am  filming  a  film,  is that  I am  not  making  a  story. I

make  a story when  I write a script, and  what  a bother  that is. But

anyway,  when  I write  a  script, I create  a  story, and  when  that

script is done  it's like my  need  to create  a  story  vanishes,  it's

over.  I begin  to think,  "It's time  to make  a  film. The  story  is

done.  I already  made  it." At that point  I begin  to make  something

entirely different. You  could  call it a lot of  things. You  could  say

that  I stop creating  a story and  start to create an  image.  You  could

call what  I make  the sort of thing that I mentioned  earlier, or  you

could  say  that I am  just filming  the things before  my  eyes. I don't

actually  always  know  what  I'm  making,  I just know  that it isn't
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(以上文章はカンフ ァレ ンスの模様を抜粋 再編集したものです｡)

a  story, it's something  else. It just happens  to go  along  from  the

beginning  with  the  framework  of the story that I finished earlier.

This  is straying  off  topic, but  I am  always  worried  about  my

distance  from  the  story. I'm  not  attached  to it or  removed  from

it. I'm  certainly  always  connected  to it to some  extent. The  one

thing  I know  is that what  I film isn't a story. When  I finish a film

and  begin  to talk about  it there are  always  quite  a few  questions

about  the  story  and  I often  end  up  saying,  "That's  something

you  should  ask  the scriptwriter." I think  that story is what  is most

strongly  communicated  to an audience  by  a film, but  I also think

that  a film is not  just its story.
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映画人の視点Director's Angle　Director's Angle

【滝田洋二郎の世界】The World of Yojiro Takita

［カンファレンス］［Conference］

【出演】

滝 田 洋 二郎

映画監督

【Speaker 】

Yojiro Takita

(Director)

【プロ フィ ール 】

1955 年12 月4 日 富 山県 生 ま れ。 76年 、向 井 寛 の

主 催 する 獅 子プ ロ に助 監 督 と して 入 社。 81 年、 監 督

デ ビ ュ ー。83 年 度・84 年 度 ズ ー ム ア ップ 映 画 祭 作

品 賞 ・監 督賞 受 賞。 85 年、 獅 子プ ロ を退 社 後、 内 田

裕 也脚 本 ・主 演 の 『コ ミッ ク雑 誌 な ん かい ら ない 冂

（86 ） が、 ニュ ーヨ ーク映 画祭 で 絶賛 され、 報知 映 画

賞 作 品賞 を受 賞 し 。 注 目を 集 め る。 以 降 、 香 港 で 大

ヒ ット を記 録し た『木 村家 の 人び と』（88 ）､真田 広 之･

薬 師 丸ひ ろ 子 主 演 の 『病 院 へ 行こ う』（90 ）、 ブ ル ー

リ ボ ン賞 監 督 賞 を 受賞 し た 『僕 ら は みん な生 き て い

る』（93 ）、矢 沢 永吉 主演 の 『お 受験 』（99）、小 林薫･

広 末涼 子主 演 の 『秘 密』（99 ） な ど立 て 続け に 話題 作

を 発表。 浅 田 次郎 原作 の 『壬生 義 士伝 』（03） は、 日

本 ア カデ ミ ー賞 の 最 優 秀作 品 賞 ・最 優秀 主 演 男 優 賞

（中井 貴－ ）・ 最 優 秀助 演 男 優 賞 （佐 藤 浩 市 ） を 受 賞

し た。 その 他、 大 沢在 昌 原 作 の 『眠 らな い 街　 新 宿

鮫』（93）、夢 枕獏 原作 の 『陰 陽師 』（01 ）『陰 陽 師II 』

（03）、 劇 団☆ 新 感 線 の 人気 舞 台 が 原 作 の 『阿 修 羅 城

の瞳 』（05 ）､あ さのあ つこ 原 作 の 『バッ テ リ ー』（07 ）

な ど数多 く の作 品 を手 掛け る。公 開中 の『おく りび と』

（08） は、 モン トリ オ ール国 際 映 画祭 グラ ンプ リを受

賞、 さ ら に米 アカデ ミ ー賞外 国 語 映画 賞 にも 輝い た。

矢口 高雄 の 人 気 コ ミ ッ クを 映 画化 し た最 新 作 『釣 り

キチ 三平 』 は、09 年 春 公開。

Profile

Born  on  December  4th, 1955  in  Toyama  Prefecture,

Japan.  He  joined  Kan  Mukai's  Shi  Shi  Production  as  an

assistant director  in 1976.  He  made  his directorial debut

in  1981.  He  won  the best  film and  director awards  at the

Zoom  Up  Film  Festival in 1983  and  1984.  After  he  left

Shi  Shi  Production  in 1985,  his No  More  Comic!  (1986)

(Script  and  lead  role  by  Yuya  Uchida)  was  critically

acclaimed  at the  New  York  Film  Festival  and  received

the Hochi  Movie  Award  for Best  Picture, attracting a lot

of  attention. He  then  made  highly  talked  about  films one

after  another,  including  The  Yen  Family  (1988)  which

was  a blockbuster  hit in Hong  Kong,  Byoin  e Iko  (1990)

starring Hiroyuki  Sanada  and  Hiroko  Yakushimaru,  Made

in  Japan  (1993),  which  received  the Blue  Ribbon  Award

for  Best  Director,  The  Exam  (1999)  starring  Eikichi

Yazawa,  and  Secret  (1999)  starring Kaoru  Kobayashi  and

Ryoko  Hirosue.  When  the  Last  Sword  is Drawn  (2003),

a  film adaptation  of  Jiro Asada's  novel,  scooped  up  the

Japan  Academy  Award  for Picture of the Year, Outstanding

Performance  by  an  Actor  in a Leading  Role  (Kiichi Nakai)

and  Outstanding  Performance  by  an  Actor  in a Supporting

Role  (Koichi  Sato).  He  also directed  many  other  films,

including  Nemuranai  Machi  Shinjukuzame  (1993,  original

work  by  Arimasa  Osawa),  The  Yin Yang  Master  (2001)  and

The  Yin Yang  Master  2 (2003,  original work  for both  films

by  Baku  Yumemakura),  Ashura  (2005),  which  is based

on  a popular  theater production  by  Gekidan  Shinkansen,

and  The  Battery  (2007,  original  work  by  Atsuko  Asano).

Departures,  which  is currently  showing,  won  the  Grand

Prix  at the  Montreal  World  Film  Festival and  Best  Foreign

Language  Film  at the  Academy  Awards.  His  latest film,

Tsurikichi  Sanpei,  a film adaptation  of a popular  comic  by

Takao  Yaguchi,  is scheduled  for premiere  in spring  2009.
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［カンファレンス］[Conference ］

前田 哲

映画監督

Tetsu Maeda
Director

螢 雪次朗

男優

Yukijiro Hotaru

Actor

桃井かおり

女優

Kaori Momoi

Actress
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河 井 真 也

プロデューサー／東京国際映画祭アドバイザー

Shinya Kawai

Producer / TIFF Adviser

ゲ スト （発 言順 ） 難 咥 巒巒 巒戀 詣

モデレーター m 霑顋



カンファレンス・テーマ：「映画の匠」

Conference Theme: “Master of Films”
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先頃のモ ントリ オール映画 祭でつい に滝田 洋二郎監 督 が「お

く りびと」 で最高賞の グランプ リを獲 得し たo ピンク映 画の監

督の時 代から、観客を笑 わせるコメディの センスは抜群 だった。

一 般映画とし て 「コ ミック雑 誌な んかいら ない！」 を作っ てか

ら はr 木村 家の 人び と』「病 院へ行こ う」 など 続 々とコ メデ ィ

映 画を監督し 、集大成 ともい えるのは 『僕らは みんな生 きてい

る』 であろ う。一方で､『眠らない街　 新宿鮫』や 『陰 陽師』『壬

生 義士伝 』『バッ テリ ー』 そし て 『お くり びと 』など いく つも

の 〈顔の色〉 を持つカ メレ オン 監督 でも ある。 すべての 映画に

共 通してい るのは滝田 監督の観 客に対 するサ ービ ス精神 の旺盛

さである。よ り面白く、 より楽 しく、こ れは監 督の信条 であ る

かも しれない。 ひとつ のジ ャン ルや形 にとら われず、 たえ ず変

身し 続けるo メジャ ーヒ ット作も あ れば、海外 でグラ ンプ リ を

獲 る映 画まで、どういう基準 で企画を 選び 、監 督していくの か。

その 「秘 密」 を探 る。

（文：河井 真也）

上 映 作 品/  Screenings

rコミック稚 誌なんかいらない ！』(1986/124min.)

キ ャスト：内 田裕也ノビ ートたけし

「ﾌk村家の人びと」(1988/113min.)

キャ スト： 桃井かおり／鹿 賀丈史

「慎ら はみんな生 きている」(1993/115min.)

キャ スト： 真田広之／山崎 努

Yojiro Takita finally won  the Grand  Prix, the highest award, at

the Montreal  World  Film Festival for his Departures. He  has an

excellent sense of comedy  to make  the audience  laugh since his

days  of directing pink films (Japanese  soft-core pornographic

theatrical films). As  a mainstream  film, he  made  No  More

Comic!,  and  then directed a series of comedies,  including The

Yen Family  and Byoin e Iko, and  Made  in Japan may  be regarded

as the culmination  of his work.  He  is also a "chameleon"

director as he  sustains  many  other  aspects as  observed  in

Nemuranai  Machi  Shinjukuzame.  The  Yin Yang Master, When  the

Last  Sword  is Drawn,  The  Battery, and  Departures.  However,

his active spirit of service for the audience is common  in all his

films. Greater  interest and  greater enjoyment,  this may  be his

motto. He  is not confined to one  particular genre but continues

to reinvent himself. From  a major blockbuster film to a film that

wins  a grand prix at a film festival overseas, on what  basis does

he  select a project and  direct it? Let's look for answers  to his

"secret."

(Text  by Shinya  Kawai)

No  More  Comic!

Cast: Yuya  Uchida  / Takeshi Kitano

The  Yen  Family

Cast: Kaori Momoi  / Takeshi Kaga

Made  in Japan

Cast: Hiroyuki Sanada  / Tsutomu

r僕らはみんな生きている』⑤1993 松竹株式会社
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カ ン フ ァ レ ン ス ・ テ ー マ ：「 映 画 の 匠 」

河 井：『お くりび と』 を見 た時はで すね、こ れはすご いな あと。

そ の時に ね、 モ ント リ オール映画祭で グラ ンプ リが獲 れるか ど

う かは分かっ てなかっ たんで すけど。

滝田 ：出品し てい ることす ら知 らなかっ たか らね、誰 も。

河 井：そ うなんで すか。

滝田：受賞 し た時 は別の映 画を撮影し てた んだから。

河井： でも正直い って 「すご くいい 」つ て。 確か あの時 もいっ

た よう な気 が する んですけ ど、 当 たるか どう かって いう のは、

これ はどう なんだろう なあって いう風 にふっ と思った んですけ

ど。

滝田 ：心配で した よね。 ただ 自分の中で すご く割り切 れた とい

Conference  Theme:  "Master  of  Films"

Kawai:  I was  of course really blown  away  the first time I saw

Departures,  but I didn't realize at the time that it had  actually

won  the Grand  Prix des Ameriques  at the Montreal  World  Film

Festival.

Takita: That's because no one knew  it was submitted.

Kawai:  Really?

Takita:  When  it was  winning  the award  I was  already busy

filming something  else.

Kawai:  Well  I'm  absolutely  serious when  I say  that it's a

wonderful  film. I think I remember  hearing people  talk about

how  great it was  when  it came  out too, but  I also remember

watching  it and kind of wondering  whether  it would  be a hit or

not, or how  it would  fare in general.

3 8　Bunka･Cho Film Week 2008

う か、「あ、 こ れな んだ」 つて いう 瞬 間はい くつか あっ たんで

すが、 あ まり当 たる とは…。 いつ も当て たい とは思っ ている ん

で すけど、 必ず映 画は当て たい とは思う んだけど…。 いろ んな

シネコ ンに行っていつ もお 客さ んを見てい ると、割 と年配 の方

が多 かっ たり、ご 夫婦でい らっし ゃる方 が多 かっ たりする んで

す よね。 だから結構 テ ーマ 的には､ つ まり「死」 つてい うのは、

みんな遠 ざけるけ ど案外 近いん だなあ という風 に感じたし。 僕

自身 も今 年師匠 （向井寛 監督） を亡くし たんです よね。映 画界

に入 れて くれ た恩 人を亡 くし たんで、逆 に運命的 なもの を感じ

て い ます けど。

河 井 ：滝田さ んの場合 は、 割 と正 統派 というか、 助監督 として

まず スタートをし て、そこ から監 督になっ ていく とい う。

滝田 ：正 統派じ ゃない。

Takita:  Yes, I was  really worried  about  it. I remember  just having

these  moments  while  making  it where  I would  think, "This  is it,

this is great," but  at the  same  time  I was  also  never  really quite

happy  with  it, there  was  always  just something  about  it, I didn't

really  think  that it would  do  very  well. Of  course, I was  always

hoping  that it would  be  hit; you  always  want  your  films  to be

hits. I chose  the theme  because,  well, whenever  I go  to a cinema

complex  I notice  how  many  elderly  people  and  married  couples

there  are, and  so I chose  "death"  as the theme  for the film. I know

everyone  is always  standoffish  about  the topic, but  I also feel that

it's something  remarkably  close  to us at all times.  For  instance,

my  own  mentor  (the director  Kan  Mukai)  died  this year. He  was

the  man  who  brought  me  into the world  of  film. I guess  I think of

death  as something  like fate.

Kawai:  You  are  very...  I  wonder  if you  could  be  called

orthodox?  What  I mean  by  that is, for instance, you  started out as

P
r
e
s
e
n
t
a
t
1
0
n
 
C
e
r
e
m
o
n
y
y
C
o
m
m
e
m
o
r
a
t
i
v
e

 
S
c
r
e
e
n
i
n
g
s

文

化

庁

映

画

賞

贈

呈

式

・

記

念

上

映

会

箍

綴
朧
朧
藉

The  World of Yojiro Takita

滝田洋二郎の世界



河井：正統派じゃないですね、一応助監督という職種を得たと

いう意味では。

滝田：そういう意味では正統派だけど、助監督のシステムだと

かその場が正統な助監督ではなかったみたいな。ピンク映画や

ロマンポルノなんで。正統じゃないっていうのもおかしいんだ

けど、なんでも屋なんですよね。製作やったり、運転手やった

り、助監督やったり、衣装やったり、下手すりや映画に出たり

なんかしてたわけですから、人がいないんで。でも逆にそれを

やってたんで、「なんでもこい」みたいな感じですね。いろん

な経験をしたし、いろんな人を見れたし。結局それって自分の

中ですごく大きな財産になってるかなって感じはしています。

河井：今まで撮った映画の半分以上はコメディですね。自分か

らコメディをやりたいと思うのか、それともコメディを撮って

るからいろんな人から「こんな企画どうですか」といわれるの

か？

滝田：コメディが好きだからというのが第一ですよね。あとは

自分の存在がコメディなんじゃないかといつも思ってるから、

an  assistant film director  and  worked  your  way  up  to director.

Takita:  Oh,  I'm  not  orthodox  at all.

Kawai:  Well,  you  yourself  aren't orthodox,  but  I mean  the  part

about  starting out as an assistant director.

Takita:  Well  in that sense  I am  orthodox.  I did  enter  into the

assistant  director  system,  but  once  in it, I wasn't  really  an

orthodox  assistant director. I mean,  I worked  on  Pink  films (erotic

films)  and  Roman  Porno  (romance  porn).  You  can't  exactly  say

that  I wasn't  orthodox,  but  I was  really  a kind  of  a jack-of-all-

trades.  I made  sets, I was  a driver, I was  an  assistant  director,

I  did  wardrobe,  and  I even  appeared  on  screen  sometimes

when  there  was  no  one  else available.  I had  to act  as  a sort of

assistant  to everyone,  but  because  of  that I was  able  to have  a

lot  of experiences  and  meet  a lot of  people,  and  I think  that this

experience  later became  a great asset for me.

Kawai:  About  half  of  the  films  you've  made  have  been

comedies.  Is that because  you  like doing  comedies,  or  is it that

「な んで俺 は監 督をや って るん だろう 」 とかいろ ん なこと 考え

るじ ゃない で すか ？ あ と人 間は みん な、 もしか する と悲 しい

けどコ メデ イなんだってい う思い はずっ とあ り ます。

ゲ ス ト ： 前 田 哲

河 井 ：助 監 督か ら見 る と、 滝田 監督 は どう いう 監 督な んで す

か ？

前田：助 監督歴 だけは 自慢 で きるんですけ ど、そ うそう たる監

督につか せてい ただい たんです が、 滝田 さんにつ いて 僕が 一番

勉強に なっ たの は、役者 さんに対 する接し 方を 目の当 たりにし

て 、すご く今の 僕に役立っ てる のかな とい う。簡 単にいう とで

すけれ ども。 俳優 さんを 乗せた りするそ のやり方 が。 俳優 さん

の気持 ちを無理や り押し付 け られないんで すね、 監督 とい う役

割 は｡ で も滝田監督 はう まくコントロ ールしてい るんで すけど、

見えない ように役 者の気持 ちを優先しつ つ､ 役 者を乗せて いく。

そ ういう方 向 に持 ってい くっ てい うのは、 こうしろ ああしろ と

い うこ とじ ゃな くて、そ の持ってい き方が 非常 にうまい とい う

か。 そ れは僕がすご く勉 強になった ところです けど。

since  you  do  a lot of comedies  people  often  come  up  to you  with

ideas?

Takita:  Primarily  it's because  I like doing  comedies.  It's also

because  I think  life is a comedy.  I always  think things  like, "Who

am  I to be  a director?"  and  so on.  Even  if everyone  in the  world

is depressed,  I've always  thought  that life must  be a comedy.

Guest:  Tetsu  Maeda

Kawai:  I understand  that you  used  to work  under  Mr.  Takita  as

an  assistant director. What  was  your  experience  with  Mr.  Takita

as  a director?

Maeda:  First, I would  like to just say  that I am  proud  to have

served  under  many  remarkable  directors.  Watching  the  way

Mr.  Takita  directed  really shined  a light on  the  way  to deal with

actors.  I think  this is what  I learned  from  him  most,  and  it's

something  that I still find extremely  useful. To  put  it simply,  it's

the  way  he  brings  out  the  abilities of  his actors. A  director can't

be  overwhelmed  by  the  opinions  of  his actors. Mr.  Takita  is able

to cherish  his actor's  feelings  and  bring  out  their abilities in
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河井：今回、前田監督が撮った作品『プタがいた教室』がいき

なり東京国際映画祭のコンペディジョン部門に選ばれたんです

よ。本当にびっくりしたでしよ？ 東京国際映画祭を目指して

映画を作ってた？

前田：いや、目指してましたよ。

ゲスト：螢 雪次朗

河井：僕もちょうど監督と仕事させてもらうようになってから

も、すごい演技をしていただいて、『病院へ行こう』ではお尻

で花火を…。

滝田：そうそう、あれはカットしなかったんですよ。

螢：「病院へ行こう」のI 作目はね、オカマのママでね。

河井：そうですよね、すごい役だなと思ったんですけど。過去

にそういう歴史がもっといっぱいあるわけですよね。

螢：そう、滝田監督は今はこんな巨匠になりましたけどね、ピ

way  that isn't too  noticeable,  one  that allows  him  to maintain

complete  control  of  the set. It's the  way  he  takes  a  film  in the

direction  he  wants  to take it, he  doesn't  just stand  around  giving

orders;  rather  he's very  good  at making  actors  perform  how  he

wants  them  to without  them  realizing it. It's his way  of doing  this

that  really taught  me  a lot.

Kawai:  Your  film School  Days  with  a  Pig  was  recently  selected

to  the  competition  section  at the  Tokyo  International  Film

Festival. Were  you  surprised  when  you  heard  that? And  was  your

goal  when  you  made  the  film  to have  it selected  at the  Tokyo

International  Film  Festival?

Maeda:  Of  course  it was  my  goal.

Guest:  Yukijiro  Hotaru

Kawai:  The  one  performance  that has  impressed  me  the  most

ever  since  I started working  with  Mr.  Takita  was  that scene  in

Byoin  e Iko  with  the fireworks  and  that Mr.  Hotaru's  ass...

Takita:  Yeah,  that was  almost  cut  you  know.
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カソ に青の時代 があ るよう に、 滝田 洋二郎 にピ ン クの時 代があ

る とい う（笑）。『痴漢電 車 ルミ子のお 尻』だっけ ？ たくさん撮っ

てる んで。『ルミ子 のお尻』『聖子 のお 尻』『百恵のお 尻』『痴漢

保健 室』… たくさ んあ る よ。『桃色身体検 査』とか。 もう夜じ ゃ

ない といえ ない よね、 こんな 題名 ね。

河井 ：脚本 は大体、 高木功 さんが 書かれて る。 ほ とんどもう 高

木 さんが書 かれてい ると。

螢 ：高 木功 は 残念 な がら 亡 くな り まし たけ れ ども、 面 白い モ

サ ー つ とし た男 で ね。 セ リ フが い い ん で す よ。 僕 ら役 者 は、

台 本 を読 んで 最 初 に「こ の セリ フい い な あ、 う まい セリ フ だ

な あ」つて。 やっ ぱりセリ フに惹 かれ ますよね、 どうして も役

者 はね。

河 井： ずっ とそ うやっ てピ ン クをやっ て、『コミ ッ ク雑 誌 なん

かい らない 冂 をやって。『コミ ック雑誌 なんかい らない 冂 は、

そ んな にバジェ ットが 大きい映 画じゃない ですけ ど。 た だ一般

映 画 とい う意味で は一般 映画の 入口 に入っ たとい うことで、 当

然 出て い らっ し ゃい まし たけ ど。『コ ミッ ク雑誌 なんか い らな

Hotaru:  That  was  the first Byoin  e Iko film. I played the drag

queen.

Kawai:  Yeah, I thought it was  just great. I think that Mr. Takita

has a lot of experience with that kind of scene.

Hotaru:  Yes, Mr.  Takita is now  considered  this great master,

but just like Picasso had  his blue period, well, I guess we  could

say that Yojiro Takita had  a "pink" period. What  was  that one

film  called? Chikan  Densha  Rumiko  no Oshiri  (Molestation

Train  Rumiko  '.v Ass)'! He  made  a lot of them. Rumiko  no Oshiri

{Rumiko's  Ass), Seiko  no  Oshiri  (Seiko's Ass), Momoe  no

Oshiri (Momoe's  Ass), Chikan  Hoken-shitsu (Molestation in the

School  Doctor's Office), there really are a lot. Momo-iro  Shintai

Kensa  (Pink Body  Inspection) and  so on. This isn't really talk

appropriate for a daytime program  I suppose.

Kawai:  I've heard that the scripts were  more  or less all written

by  Isao Takagi.

Hotaru:  It's a tragedy  that he passed  away.  He  was  a very

膳
鉗
百
錨
驟



い！』は､もう20 数年前の作品なので､ちょっとどんな映像だっ

たのかっていうのを改めて確認するために予告編がありますの

で、見ていただきたいと思います。

～『コミック雑誌なんかいらない 冂 予告編～

河井：いやあ、アナーキーな感じがしますよね。

滝田：恥ずかしい。なんか熱くなってきた（笑）。

河井：恥ずかしくないでしょ、別に？

滝田：久しぶりに見て熱くなってきた。これ面白かったのは、

シナリオはあるんですけど、事件が起こるたびに追っかけて

るっていう。だんだんだんだんドキュメント手法を取り入れ

ていったんですけど、やっぱりこの映画の場合は被写体にど

うやって迫って、テレビカメラの怖さにどうやって迫れるか

なあって思ってずっと撮っていました。映画を撮りながらピッ

と閃いたんですよね。それは悲しいけどテレビを見ながら、今

日の事件のテレビを見ながらパッと閃いて、それから手法を変

interesting  and  down-to-earth  man.  His  dialogue  writing  was

top-notch.  As  an actor, whenever  you  read  one  of his scripts you

would  always  find yourself  thinking,  "This  line is great, this line

is fantastic!" Well,  actors love lines, after all. No  matter  the actor.

Kawai:  So  while  doing  all of  his odd  jobs  and  pink  films, Mr.

Takita  was  also  working  on  No  More  Comic!  It wasn't  a  big

budget  film, and  started out  as being  this very  "normal  picture."

Mr.  Hotaru,  of  course, you  were  in it. It's already  been  20  years

since  the release of No  More  Comic!,  and  so  I would  like to show

a  preview  of  the film so  we  can  remember  exactly  what  kind  of

film  it was.

- No  More  Comic!  preview-

Kawai:  The  feeling of anarchy  in the film is intense.

Takita:  Seeing  it now  is embarrassing.  I feel all hot (laughter).

Kawai:  Oh,  it's not  that embarrassing.  Really?

えた らどん どんリ ズムが良 くなっていっ て。 俳優さ んも乗って

きた りとか。あ るい はこれ もまたいい方 は悪い んですけ ど、事

件だ らけの年 だった んです よ。 そうい うのを 「全部す くい取 れ

～」 みたいな。 金も全 然ない くせに。 貪欲に どんどこ どんどこ

やっ てて、ずい ぶん皆 様に はご 迷惑を おかけし まし たけ ど。結

果的 にはそうい う映 画のほうが 、熱い 情熱のあ る映 画のほうが

面白 くなるって いう確信 で きまし た。

河井:ド キュ メンタリ ー仕立て の強さが ね。 アメリ カは結構『ボ

ウリ ン グ・フ ォー・ コロ ンパ イ ン』 とか あ るじ ゃない です か。

その 強さは今 見ても 感じます よね。

滝田 ：あ とは映画の作 り方 とし て、 ちまち まーつ とし て きてい

る というか。 あの頃 から枠があ って、 この中 だとこ うい う もの

しか で きない みたい なところ があ るから。 だから逆 に面白かっ

た というか。

河 井：螢 さ ん、 ど うい う感じ で すか ね ？ ず ーつ と最初 の時 か

ら 滝田監督 を知って るわけじ ゃない ですか。 僕は もう 『コ ミッ

ク雑誌な んか いらない 冂 か らだった んで。

Takita:  It's been  such  a long  time  since  I've watched  it, so  seeing

it now  really affected  me.  What  was  interesting about  it was,  the

scenario  for the  film  was  that whenever  a scandal  occurred  we

would  chase  it. We  used  documentary  techniques  more  and  more

as  we  made  the  film. The  entire time  I remember  brooding  a lot

about  how  to best show  the film's subjects  and  about  the fear that

a  TV  camera  can  invoke  when  it's focused  on  you.  And  then one

day,  suddenly  I got  it. It's sad  to say, but  I would  watch  the day's

news  about  the latest scandal  or murder  case, and  that's when  I

would  get  my  ideas.  And  then  I would  incorporate  those  ideas

into  the  film  and  little by  little build  a good  rhythm.  And  the

actors  began  to understand  the  film  more  and  more  too. This  is

also  sad  to say, but  it was  a year  full of  nothing  but  scandal  and

disaster, and  the  film was  sort of  intended  to really "pick  up  and

use  everything."  Despite  the  fact we  had  no  cash,  we  went  and

did  whatever  we  wanted  and  were  a huge  bother  on  everyone,

but  in the end  I think  we  made  an  interesting and  passionate  film.

Kawai:  That's  because  of  the effect  that the  documentary  style

has  on  people  isn't it? For  example,  you  have  the  American

film, Bowling  for Columbine,  even  years  later it still engages  the
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螢： いや 付 き合 い方 も変 わら ないし 、 僕か ら 見てピ ン ク映画

300 万で 、今 例えば3 億 の映画 を撮って いて も、撮 り方 は基 本

的 に全然変 わっ て ない し。さ っ きち らっと丁 寧になっ たとかい

う 話か あ り まし たけ ど、そ う い う意 味で は もち ろ ん丁寧 に は

なっ たけ れども、特 別世界 観とか美 意識 とか みたい なこ とでい

うと、変 わってい るとは 僕は思え ない。ピ ンク映画 からロマ ン

ポルノを やって る時代 に、 今撮っ ている ものすべて のエ ッセン

スがあの 時代に もうあっ たよう な気 も 僕なんかし ますね、 見て

ると。

ゲ ス ト ：桃 井 か お り

桃井 ：『木村 家の 人 びと』 は、 本当 によ くで きてる 映画で 。滝

田監 督の 『痴 漢電車』 つての も、 すご く面白い のよ。 大好 きな

の よ、私。 バ カ笑い で きる のよ。考 え たら、神 代 辰巳 さん も、

藤田 敏八さ んも、相 米慎二 さんも、 みんなロマ ンポ ルノの出 身

で、 滝田 監督 は、現 役で、 唯 一が んばっ て る人で す ね。『木村

家 の人び と』 は、海外 ですご く評価が 高くて、特 に、香港で は、

すご くロ ングラ ンし たので、 先日、上 海国際 映画祭 で一緒 に審

査 員をやっ たウ ォン・ カーウ アイ監督 と『木村家 の人び と』の

話 だけで、3 日間もし ゃべ った。 彼も大好 きだっ て。こ の作品

audience.

Takita:  Also  we  really compacted  the  filmmaking  process.  We

had  a framework  and  we  stuck  to it, and  I think  that rather  than

limit  the film it actually made  it more  interesting.

Kawai:  Mr.  Hotaru,  what  do  you  think?  I think  that you've

known  Mr.  Takita  since  the  very  beginning  haven't  you?  I've

only  known  him  since No  More  Comic!

Hotaru:  I don't  really think  that his way  of  approaching  a film

has  changed  as long  as I've known  him.  As  far as I'm  concerned,

it doesn't  matter  if it's a 3 million  yen  pink  film or  a 300  million

yen  real film, at the  end  of  the day,  the  basics  of  filming  don't

change.  There  has  been  talk for  some  time  that Mr.  Takita  has

now  become  this respectable  director, and  I think that he is in the

sense  that he  is someone  to be  respected,  but  if we  are  going  to

talk  about  his aesthetic sense  or special  view  of  the world,  I don't

think  he  has  changed  at all. When  I see  his films  now,  I always

somehow  think  that the same  essence  is still there  from  that time

when  he  was  making  Pink  films and  Roman  Porno.

42　Bunka･Cho Film Week 2008

でブ ルーリ ボン賞の 主演女 優賞 も もらった んだけ ど、 滝田監督

は 紳士的 な 人で、役 作 りで もしっ か り相談 に乗っ て くれる 人。

芝 居が演 出で きる 監督が本 当にい なくなっ たので、 本当に、 が

ん ばっ て ほし い人で すね。

(以上文章はカンファレ ンスの模 様を抜粋再編集し たものです｡)

Guest:  Kaori  Momoi

Momoi:  I really  believe  The  Yen  Family  to  be  a great  film.

Even  Mr.  Takita's  Chilean  Densha  (Molestation  Train)  is a very

interesting  film, believe  it or not. I really like it. It's hilarious  in

how  stupid  it is. Thinking  back,  Tatsumi  Kumashiro,  Toshiya

Fujita  and  Shinji  Somai  all also  began  their  careers  making

Roman  Porno,  but  out  of  all of  them  I believe  that Mr.  Takita  is

the  only  one  still working.  The  Yen  Family  was  extremely  well

received  overseas,  especially  in  Hong  Kong,  where  the  film

had  an  incredibly  long  run. A  few  days  ago  at the  Shanghai

International  Film  Festival,  fellow  judge  Wong  Kar-wai  and

I  talked  just about  The  Yen  Family  for  three  days  straight. He

also  loves  it. I won  a  Blue  Ribbon  Award  for Best  Actress  for

my  role in the  film, and  it's all thanks  to Mr.  Takita. He's  such  a

gentleman,  and  he  is so easy  to consult  about  a role. There  aren't

many  directors  left who  can  really  direct  actors  the  way  Mr.

Takita  does,  and  so  I hope  that he  continues  to work  for a long

time.



開催時のスナップ

Photos

1岩井俊二監督　2 黒沢 清監督　3 滝田洋二郎監督　丿 冒頭で挨拶をする水口哲也氏（東京国際映画祭アドバイザー;　5 開場前には観客で長蛇の列か’6

カンファレンスの模椪はスクリ ーンでも上映　7 スクリーンでは各監督作品のチラシや予告編も紹介　8 会場には外国人客の姿も　9 深夜にも関 わらず場内

は.ほぱ満席に　1･」監督とゲストの|ヽ －クは各夜とも和やかなムードに包まれた
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開催時のスナップ

①小林武史氏 ②北川悦吏子氏 ③加護亜依氏 ④伊藤 歩氏 ⑤種田陽平氏 ⑥木藤幸江氏 ⑦芦澤明子氏 ⑧前田 哲氏 ⑨螢 雪次朗氏 ⑩桃井かおり氏

⑩河井真也氏 ⑨小林淳一氏
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霾「住みたい街、行きたい映画館
～コミュニティ、文化、映画について考える～」

驃
“Desirable town and desirable cinema ：

B  Consider community, culture and films ”

主催：文化庁

共催： コミュニ テ ィシネ マ支援 セン ター ノユニ ジャパ ン 〔財 団法人

日本映像国 際振興協会〕

日時:2008 年10 月23 日 （木）14:30 ～18:30

会場：六本 木アカデミ ーヒ ルズ49 「オ ーデ ィト リア ム」

料金：無料 ＜事前申し込 み制＞

【開 催趣旨】

郊外型大型店 舗の進出､ 公共交通機 関の衰退､ 中心市街 地の空洞化 …。

どの地方 都市でも 見ら れる光景です。こ の中には、シ ネマコンプレッ

ク スの進 出、街 な かの既 存映 画館 の閉 館と い う現 象 が含ま れま す。

住民 に親し まれ、地 域文化 を育 んで きた商店 街や 繁華街 が失 われて

いくこ とに 抗す るため、多 くの 市町村 で中心 市街 地の再 生の ための

さま ざまな 試み がなさ れてい ます。 その中 で、映 画はど う位 置づけ

ら れてき たのでし ょう。今 回の コンベ ン ショ ン では、 まちづ くりと

映画 の関係、 その 可能性 を考 えまし た。 また、韓 国 からは、 最新の

配給・上映 支援システ ムを報 告してい ただきまし たo

【出席 者】

パク・ ヒョ ジン（韓 国映画 振興 委員会〈KOFIC 〉 配給・ 上映 支援事

業「ネク ストプ ラス」担当）

ウ ォン・サ ンフ アン（韓国 イン ディペ ンデ ント・ フィル ム配 給支援

センタ ー ディレク ター）

竜野泰－ （株式会社エ ーシーエ設計 代 表取締役副 社長）

堀口 徹 ｛東北大学大 学院 都市 ・建築学専攻 助教｝

立木祥一郎 （青森・leco LLC 代表）

小泉秀樹 （東京大学大学 院 都市工学専 攻 准教 授）

北條秀衛 （川 崎市文化財団 副理事長）

堀越謙三 （ユーロ スペ ース代 表／ 「シネマ・シンジケ ート」代表）

佐伯知紀 （文化庁 芸術文化課 芸術文化 調査官／映 画史家）

Organized  by  : Agency  for Cultural Affairs (Bunka-Cho)

Co-organized  by;  Japan  Community  Cinema  Center  / UNIJAPAN

(Japan  Association for the International Promotion  of the Moving  Image)

Date:  October 23, 2008 (Thu) 14:30-18:30

Venue.  Roppongi  Academyhills  49 "Auditorium"

Fee:  Free <Guests Only>

Symposium  Theme*

Suburban  outlets are expanding and  public transportations are declining

in local cities. The  development  of the Cineplex, or cinema  complex,

means  the closing down  of theaters. Endeavors  are being made  to resist

the loss of familiar downtown  stores and  rejuvenate the urban areas.

This  convention contemplates the relationship between  films and urban

developments. In addition, a new  Korean  film screening support system

will be introduced.

Speakers

Park  Hyo-jin (Domestic  Support Team  for Cinema  Diversity, Korean

Film  Council)

Won  Sang-hwan  (Director, Independent  Film  Distribution Support

Center, Korea)

Taiichi Tatsuno (Executive Vice-president and  Representative Director,

ACA  Sekkei, Inc.)

Toru  Horiguchi (Assisting Professor in Architecture, Tohoku  University

Graduate School)

Shoichiro Tachiki (Head, teco LLC)

Hideki  Koizumi  (Associate Professor, Land Use  Planning Research Unit.

Department  of Urban Engineering, The  University of Tokyo)

Hidehira  Hojo  (Vice-executive  director, Kawasaki  City Cultural

Foundation)

Kenzo  Horikoshi  (President. Euro  Space  /Representative, Cinema

Syndicate)

Tomonori  Saiki (Arts and Culture, Senior Specialist, Agency  for Cultural

Affairs, Government  of Japan / Film Historian)
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第5 回文化庁 全国映 画祭コンベンション

Bunka-Cho Film Festival Convention 2008

Profile  ■ -

パ ク ・ ヒ ョ ジ ン

韓国映画振興委員会（KOFIC ）

配給・上映支援事業「ネクストプラス」担当

Park Hyo-jin

Domestic Support Team for Cinema Diversity,

Korean Film Council

竜 野 泰-

株 式 会社 エー シーエ 設計

代 表取 締役 副社 長

Taiichi Tatsuno

Eχecutive Vice-president and

Representative Director, ACA Sekkei, Inc

ウ ォ ン ・ サ ン フ ァ ン

韓国インディペンデント 。

フ ィルム配給支援センター ディレクター

Won Sang-hwan

Director, Independent Film Distribution

Support Center, Korea

堀 口 徼
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発 表 者 ： パ ク ・ ヒ ョ ジ ン （韓 国 映 画 振 興 委 員 会〈KOFIC 〉

韓国 映画振興 委員 会（KOFIC ）のパ ク･ヒ ョジ ンと申し ます。

KOFIC で は､ 上 映支援事 業［ア ート プ ラス･シ ネマ･ ネットワ ー

ク］ を拡大する 形で、「 ネクストプ ラス･ シ ネマ･ ネットワ ーク」

という 事業を始 め ました。 その状況 や背景 をお話し し ます。

ネ ク ス ト プ ラ ス ・ シ ネ マ ・ ネ ッ ト ワ ー ク を 始 め る ま で

1990 年 代 後 半 ～2000 年 代 初 頭 の 映 画 館 の 状 況

1990 年 代は、 韓 国映 画が 量 的に も質 的 に も充 実し た、 韓国

映画の 復興期 といわ れる 時期で す。 こ の時 、大 企業が映 画産業

に進出し 始め まし た。製作 だけで はな く、 劇場経営 の方 にも進

出し、 シ ネマ ・ コンプ レ ックス （シ ネコ ン）、 韓 国で はマ ルチ

プレ ックスという、 映画館 のチ ェ ーンを全国 に作 りまし た。

1998 年4 月 、初 めて シ ネコ ンを作 った のは、CJ エ ン タテイ

メ ント という韓 国の大手 製作配給 会社で す。 そ の後、 シネコ ン

は増え続 け、周辺 の地域 の観客 を吸収し た結果、 街なか 映画館

の数は 減り、 まっ たく映 画館が ない地域 も出始 めまし た。 そう

いった地 域の人 々は、大 都市 まで 映画を 見にいか なけ ればな ら

配 給 ・ 上 映 支 援 事 業 「 ネ ク ス トプ ラ ス」 担 当 ）

な くな り まし た。 シ ネコ ンの登場 で スクリ ーン 数は増 えた が、

封切 映 画は シ ネコンで しか、し か も短 期間し か上 映さ れない 、

興行 的ヒ ット だけ を目的にし た商業 映画が、 圧倒的 に増え まし

た。こ ういっ た現象が 韓国で進 み まし た。

スクリー ンを多 く確 保し たシ ネコ ンだけが 成功し、 映画 もシ

ネコ ンで上映 される ものだけ がヒ ットし て、 少数の映 画が多 く

の スクリー ンを独占し てし まう状況で す。ス クリー ン数は増え

ても、 地方 の映画館 は経営困 難で閉館し てし まう。 また、 地方

の映 画ファ ンは映画 を見るこ と自体が 難しく なる。 拡 大公開が

活発 になる と同時 に、 宣伝費 が巨 額 になり、逆 にア ート系 やマ

イナ ー映画 は拡 大公 開がで きない ので、 観客 も減り、 宣伝 費 も

かけ られなくな り まし た。

こ の表(P.98-1) は1997 ～2007 年 の、 全国 の ス クリ ー ン数

に対 す る、 シ ネコ ンの ス クリ ー ン数の比 率 です が、2007 年 に

は シ ネコ ンが 涎9 ％を 占め る よう に なっ て し まっ た。 次 の表

(P.98-2) には､ 今の「 ネクストプ ラス」事業の 前身であ る「アー

トプ ラス」 を始 める 直 前の01 年、 ソ ウ ル地域 の封切 館 の、 韓

My  name  is Park  Hyo-jin  from  the  Korean  Film  Council

(KOFIC).  At  KOFIC,  we  have  started a project  called the  NEXT

plus  Cinema  Network  to expand  the screening  support  we  have

offered  through  the  Artplus  Cinema  Network.  I would  like to

speak  a little today  about  the  current  circumstances  and  the

background  of  this project.

Before  beginning  the  NEXT  plus  Cinema  Network

―  The  theater  situation  from  the  late  90s  to  the

new  millennium

In  the 1990s,  Korean  films came  into their own,  both  in terms

of  numbers  and  quality. The  decade  was  said to be  a renaissance

period  for Korean  film. It was  at that time  that the big companies

began  to make  advances  into  the  film  industry  - and  not  only

into  production  - they  made  advances  into  the  business  of

theater  administration,  building  theater  chains  of  cinema

complexes,  or multiplexes,  all across  Korea.  The  first to make  a

cinema  complex,  in April  of  1998,  was  a major  production  and

distribution  company  in Korea  called  CJ  Entertainment.  After

that, the cinema  complexes  continued  to increase  in number,  and
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<Speech/Presentation>  Korea's new  film screening promotion plans The  Korean  "Cinema  Syndicate" and "Cinematheque  Project"
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Speaker:  Park Hyo-jin (Domestic Support  Team  for Cinema  Diversity, Korean  Film Council)

because  audiences  were  being  attracted from  the surrounding

communities,  the number  of small, regular theaters declined in

small  towns  until there began  to be areas completely  without

theaters. It reached  a point where  the people in such  areas had

to go all the way  into big cities to see films. The  appearance  of

cinema  complexes  may  have  increased the number  of screens,

but films could  now  only  be released  at cinema  complexes,

and  what's  more,  they could  only  be shown  for short runs.

The  number  of films that aimed  to be nothing  more  than big

commercial  hits increased overwhelmingly.  These  dangerous

trends spread all across Korea. The  situation was  like this: only

the cinema  complexes  with their multiple screens succeeded, and

only  the films that were  shown  at the cinema  complexes  became

hits. A  few  films dominated  a large number  of screens. Even  if

they tried to increase their screens, many  smaller local theaters

were  still forced to close down  because of business difficulties,

and  the very act of seeing films became  difficult for local film

lovers. As  large public openings  became  the norm,  advertising

expenses  also skyrocketed.  Art-house  films and  minor  films

couldn't afford such large public openings  and  so attendance of
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国 映11111と外 岡映|叫の観客 数が 出て い ます。 令 観客 敖の40 ％ 強

を 約10 本の映Iflljが占 めて いるO　そ のよう な状 況 にな り、 映 画

振 興委H 会で は、 韓国の多 様性 映|町という ジャン ルー アート 系

映|乢 マ イナー映lllli、拡人 公開で きない映両 をサポ ートし よう

と考え まし た。

「多 様 性 映 画 」 ゛･上 映 に 対 す る 要 求

製作、 興行の､y場 からで はなく、 観客の みから も多様な映 画

が 必要だ とい うこ とで丁 ワラナ ゴ］を 見ようとい うキ ャンペ ー

ンが起こ りました汀 ワ ラナゴ］という のはj ワ イキキ･ブ ラザー

ズ。 フライ パン:i/ バ タフラ イ::fi'l'lをお 願い｡?　とい う4 本の

作品の頭 文字か ら収った 名前で、こ れら は良質 だとの好 評を得

たに もか かわ らず 、商業 映画に押 され、 短期間し か公開で きな

かった作品 です｡

そこで 映|由iフ ァンか らもう　･度この映 画が 見たい、 もっ と 見

よう とい う動 きが出た。 小さな 運動でし たが、 観客が多 様な映

lilllを 兒ることので きる空 間を求めて いる、とい う証拠 になった。

これ は本｡肖に 意味があっ たと思い ます。我 々が アート系 映 画を

サポ ートする以 前に も、 韓国の アー ト系 映画館 はト ンスン シネ

マの ほか に4 館 ほ どあ っ たの ですが、 民 間経営 が 困難 にな り、

閉館し た ケースもあり ました。

these films declined and they became  ever more  unable to invest

their money  into publicity. This  table (P.99-1) compares  the

number  of screens in the entire country to the number  of screens

in the cinema  complexes  from  1997  to 2007; by 2007  the cinema

complexes  had  become  responsible for 84.9%  of the total. The

next table (P.99-2) shows  the number  of attendees of Korean

films and  foreign films at opening  theaters in the Seoul area in

2001. right before beginning the Artplus project which  has now

evolved  into NEXT  plus. A  little more  than 40%  of all ticket

sales were  from  just ten films. As  it had  come  to this, the film

council decided that it was  time to support Korea's diverse film

genres: the art-house films, the minor  films, and  the films that

could not hold large openings on their own.

―  Diverse  films*:  helping  them  to  be  seen

Believing  that diverse films were  necessary, not from  the

standpoint  of the production  companies  or the entertainment

industry, but for the audience, we  carried out our  WaRaNaGo

campaign.  WaRaNaGo  is a name  we  created from the initials of

four separate films: WAIKIKI  BROTHERS,  Roy  Ban. Nabi-  The

Butterfly, and  Take  Care  of My  Cat. These  films, despite their

superior quality and  good  critical reception, were  pressured out

of theaters by commercial  films and  were  only open  for short

runs. Accordingly, a movement  to view  these films once  again
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こ の去(P.98-3) は、1999 ～200  1年 の問 に封 切ら れ た韓国

映 画 と多 様性 映 画の 本数で すが 、多 様性 映 画の 割 介は20 ％に

も満 たず、 そのう ち韓国多 様性 映Illl[は2.5% しかあ り ませ ん、

※「多様性 映山」 とは､ 韓国映両振 興委貝 会独自のJl」語で､ アー

ト系、 インデ ィペ ンデント系、 ドキ ュメン タリ ー系、占 典映

両の映 画を まとめて 多様性映 画といってい る。

ア ー ト プ ラ ス ・ シ ネ マ ・ ネ ッ ト ワ ー ク

こ の時 期に委 貝会が 政策的に始 めた のが、多 様性 映 画の実質

的 な 支援 です。01 年 に我 々 は、 韓国映 画 の多 様性 を確 保 する

という|」的を掲げ まし た。 すべ ての多 様性映 画にll映の 機会を

’J,えなけ ればな らず、 アート系 映山に独 自の流通 網が必 要であ

ると 考え たので す。 ア ート 系映 画館は、 民問経営 では 閉館する

ケ ースが 多く、我 々 の公的 な パワ ーを注 入す る必要 があっ た、

02 年 に2 館 の噂 門館 の 支援 をし、03 年 には10 館 に 増や し た。

こ うし た支援期 間を経て、 今度は映|叫館 同IJの ネット ワー クが

で きれば と 考え、［ ア ートプ ラ ス・ シ ネマ ・ ネット ワー ク］ と

いう1=t業を03 年 に スタートし まし た。

参加した館 には、経営 費 とプ ロ グラ ム、マ ーケテ ィン グ、広

報費 など、さ まざ まなサポ ート を行う。 経営 補助金 とし て、座

席 数の6 ～8 ％に 該肖 す る金 額をサ ポートし てい ます。 プロ グ

or  more  of  them  emerged  from  film  fans. It was  only  a small

movement,  but  it was  enough  to  prove  that  audiences  were

looking  for  a space  where  they  could  see  such  diverse  films.

We  think  that this is very  significant. Even  before  we  began  to

support  art-house  films,  there  were  already  more  than  four  art-

house  theaters in Korea,  including  DongSoong  Cinema,  but there

were  cases  in which  they  became  unable  to  continue  running

as  private enterprises  and  were  forced  to shut  down.  This  table

(P.99-3)  shows  the  number  of  diverse  films  and  commercial

Korean  films  that were  released  between  1999  and  2001  and

diverse  films  made  up  less than  20%  of  the total, among  which

only  2.5%  were  Korean  diverse  films.

*  "Diverse  films"  is an  original  term  of  the  Korean  Film

Council.  We  use  it to refer to art-house  lilms, independent  films,

documentaries,  and  classic lilms as a whole.

―  The  Artplus  Cinema  Network

What  the  council  began  next  was  systematic  and  substantial

support  for  diverse  films. In  2001  we  set forth with  the  goal  of

securing  the  future  of  Korea's  diverse  films.  All  diverse  films

must  be  given  the  opportunity  to be  screened,  and  a distribution

chain  unique  to  art-house  films  was  necessary.  Since  a  number

of  art-house  theaters  had  closed  down  as  private  enterprises,

it seemed  necessary  for  us  to provide  some  public  support.  In
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ラムに対する 支援は共 同企画展 の場合 に補助 金を出し、 マ ーケ

テ ィングで は、 共同で 宣伝を 行うよう なケ ースに出す。 ほか に

観客 支援プロ グラムとし て、 映 画祭も支援し てい ます。

アート系 専門映 画館 と選定 され た館 は、 義務 とし て年 間261

日、多 様性 映 画を上 映し ます。 そ のう ち韓 国映 画は70 日。拡

大公 開映画 に対 抗すべ く協力 し てい ます。 共同 企画展 もし ます

し､各映 画館か ら多 様なプロ グラ ムを提 供す る。 この 表(P.98-4)

は、2002 ～08 年 までサポ ートして きたス クリー ンの数ですが、

02 年 のふ たつ か ら、08 年 では、25 に増 えてい ます。 また5 つ

の参加 劇場 に対し ては、 支援 金ではな く、 プロ グラ ムや宣伝 費

の サポ ートを 行っ てい ます。 現在 は、合 計30 か所 です。 支援

を通じ 、多 様性 映画の 割合は、 韓国映 画、洋 画を合 わせて、02

年 には13 ％だっ たもの が、07 年 には30 ％に増 え まし た。 韓 国

多 様性 映画 は10 ％を占 めて いる。 ネット ワ ーク を通 じて封 切

ら れた映画は、 拡大公 開に対抗 できる ような ネットワ ークを構

築し、い くつか の成功例 も出し まし た。

『送還 日記』という作 品は､封切 館6 館で 動員 数23,496 人。［］五

つ は多 す ぎる』 は、封 切館7 館 で3,342 人。 最 も 成功し た 『後

悔し ない』 は、 封切 館13 館 で43,348 人の 動員 数でし た。 コ ン

ピュ ータ網につ なかって いない 地方の 映画館 はデー タには大っ

てい ませ ん。 また、 昨年 ブ ームと なっ た 『Once ダブ リ ンの街

2002  we  supported  two  such  specialty theaters, and  in 2003

we  had increased that number  to ten. As  this period of support

went  on, we  next began  to think that there should be a network

among  theaters, and  thus the Artplus  Cinema  Network  was

created in 2003.  The  participating theaters are given support

for their operating expenses  and  programs,  for their marketing,

for their advertising expenses,  and  so on. For  administration

subsidiaries, we  provide  monetary  support equivalent to 6 to

8%  of their seating capacity. For  program  support, we  give

out financial support  for joint planned  exhibitions, and  for

marketing, we  support cases which  carry out joint publicity. We

also support film festivals as a way  of propping  up ticket sales.

Theaters which  have been selected as art-house specialty theaters

have  an obligation to show  diverse films 261  days  out of each

year. Among  those 261  days,  70 days  should  be dedicated  to

Korean  films. They  should be collaborating in opposition to the

expansion  of commercial  films. They  carry out joint planned

exhibitions and every theater contributes a diverse program.  This

table (P.99-4) shows  the number  of screens we  have  supported

from  2002  to 2008, which  has increased from  just two  screens

in  2002  to 25 in 2008.  Five further participating theaters are

supported  not by funds, but through support of their program

and  advertising. At present, the total number  of theaters we  aid

is thirty. Through  this support, the share of the market  held by

角で』 は､封 切館37 館 で動員 数約22 万 人 となり､新 聞やニュ ー

スで も報道さ れ まし た。

成功を目 の当たり にした シネコ ン側か、 自分たち の館の1 ス

クリ ー ンを アート系 専門館 にする とし て、参 加する ようになっ

た。つ まり良 い映画 が成功 すれば、 さらなる フィ ルム配給 ネッ

トワ ー クが広 がる、 という 道筋が 開か れたの です。現 在、参加

してい る シネコ ンは7 館です。

－ ア ー ト プ ラ ス ・ シ ネ マ ・ ネ ッ ト ワ ー ク の 限 界

「 アート プ ラス」 も限 界があ り まし た。 そ れは、 ネット ワ ー

ク構 築には映 画館が 必要な わけ で、映 画館が ない場所で は普 及

し ない という点 です。ア ート系映 画館は大 都市に 集中 してお り、

映画館 のない 街では、以 前 とあ まり変 わらない 状況で す。 こ の

表(P.98-5) は､アート系専 門館の 数です。 08年 でソウ ルに18 館、

地方 で12 館、つ まり アート系 映画館 はソウ ルに集中し てい る。

ア ート系 映画館 は商業 劇場 なので、公 共支援 に限界があ り、そ

のあ り方が問 われ まし た。一方、 劇場 ではな く、 民 間のカフェ

やギ ャラリ ーでの上映 があっ た。 例え ば、映 画が見 たい 人た ち

が集 まり、そ の場で映 画を上映 するとい う方法で す。

03 年、『送還 日記』 を中心 にこ うし た活動が 始 まっ た。 07年

の 『ウリ ハ ッキョ』 という作品 が、最 も成功し た例です。 動員

diverse  films, both  Korean  and  Western,  has  risen from  just 13%

in  2002  to  30%  in  2007.  Korean  diverse  films  are  responsible

for  10%  alone.  We  have  had  several  successes,  such  as  films

that  have  been  released  through  our  network  and  the  creation  of

a  network  that can  stand  up  against  large, commercial  releases.

The  film Repatriation  gathered  23,496  people  to its six opening

theaters. Five  is Too  Many  drew  3,342  people  to seven  opening

theaters.  The  biggest  success  has  been  No  Regret,  which

brought  43,348  people  to  thirteen  opening  theaters.  Theaters

in  areas  which  are  not  connected  to our  computer  network  are

not  included  in this data. Last  year, Once  became  a big  hit and

brought  220,000  people  to 37  opening  theaters. The  success  of

the  film was  such  that it was  even  covered  by  major  newspapers

and  television  news  programs.  Even  cinema  complexes,

encouraged  by  these  successes,  have  begun  to take  part  in the

program  by  making  one  of their screens  into a special "art-house

theater." In other  words,  there is now  the possibility that if a good

film  succeeds,  the  film  distribution  network  will spread  even

further  into the  commercial  complexes.  At  present,  there  are

seven  cinema  complexes  taking  part in this project with  us.

―  The  limits  of  the  Artplus  Cinema  Network

Even  Artplus  has  its limits. Namely,  since  we  need  theaters

to  construct  our  network,  we  cannot  expand  into areas  that have
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数総 計10 万 人で した が、こ れは 商業 映画で い うと1 千万 人 の

興 行に 匹 敵す る と評価 さ れて い ます。 523回上 映 さ れ、5 万4

千人 の観客が、 劇場以 外の場所 でこの 映画を楽し み まし た。 ま

た、マ イ ケル・ムー ア監督の 『シッコ』 も、こ の形式で 上映さ

れ た。 この ような機 会を通し、 映画館以 外で の公共的 な上映活

動が 普及して き まし た。

公共上映 は、 ドキ ュメ ンタリ ーや特 定のテ ーマに絞っ た映 画

だけ を対象 にしてお り、あ る意味で の限界 もあ り ますが、そ れ

で も地 域 の市民 団 体 とリ ン クし た活動 や 定期 上映 会 を盛 ん に

行っ てい ます。 また､ カ ンヌ ン（江 陵）シ ネマ データ､ テ グ（大

邱）独立映 画協会､テ ジョ ン（大田）シネマデ ータ､チ ンジュ（晋

州） 市民メデ ィア セン ターなど、地方 の団体 が定期的 に自主 的

に映 画を上映し よう と、 支援 なし で上映 会を展 開し てい ます。

ネ ク ス ト プ ラ ス ・ シ ネ マ ・ ネ ッ ト ワ ー ク

ー ネ ク ス ト プ ラ ス ・ シ ネ マ ・ ネ ッ ト ワ ー ク と は ？

民 間の動 きと、「 アー トプ ラス」 を展 開し て きた経験 や限 界

を 踏 まえ、我 々は 「 ネクスト プ ラス・ シ ネマ ・ ネット ワー ク」

事 業を展 開するこ とにし まし た。そ れは、統 合的 にネット ワー

クとして上 映をしてい かなけ れば､ とい う認識 による もの です。

また、低予 算の アート系映 画、 インデ ィペ ンデ ント 映画が増 え

no  theaters. Art-house  theaters are centered in the bigger cities

and  for those in small towns  where  there are no theaters, nothing

much  has changed.  This  table (P.99-5) shows  the number  of

art-house theaters. In 2008,  there were  eighteen  in Seoul  and

twelve  in other districts - in other words,  art-house  theaters

are mostly  to be found  in Seoul. Because  art-house  theaters

are in fact commercial  theaters, there is a limit to how  much

public assistance they can receive and  there is a question of the

way  things should  be carried out. On  the other hand, there are

screenings held at local cafes and  galleries instead of theaters.

People  who  wish  to see  a film may  simply  gather and  show

the film right there. This kind of action began  in 2003  with the

film Repatriation, and  then in 2007,  the film Our  School  was

the biggest success story of this kind. A  total of 100,000  people

came  to see the film - a number  which  has been  said to equate

to 10 million viewers for a commercial  film. It was  shown  523

times  and enjoyed by 54,000 moviegoers  at locations other than

conventional theaters. Michael  Moore's  Sicko was  also shown  in

this manner.  Through  these kinds of opportunities, community

screenings outside of theaters have  been popularized. So  far the

only  targets of community  screenings have been  films that deal

with  particular themes, or documentaries,  and  so in one  sense

they  are also limited, but even  so, we  have  been  able to form

links with the citizen's groups in local areas and  carry out many
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始め て、そ れらを上映 する機 会を増 やそう とい う声が 上が りま

した。 これ までの事業 だけで は、公 共領域 の配給に 関し ては 限

界があ り､ 地方で は上映館 がない とい うこ とで､「 アートプ ラス」

の拡 大として、 この 「ネ クスト プラ ス」 事業が始 まり まし た。

まず、一時 的に アート系映 画を上 映で きる主体を ひとつ に括

りまし た。個 別の 単位 を ネットワ ークとい う名前で 集め、 ひと

つのブ ラ ンド とし たわけです。「 ネク ストプ ラ ス・シネマ・ネッ

トワ ー ク」 は、上 映場 所 だけ でな く、 上映 の主体、 人的資源 の

ネット ワ ークで､ 多様性 映画 に対 する当 局の支援 セ ンターで す。

映 画館の ネット ワー クで もある と同時 に、 公共上 映の ネット

ワ ーク もあ り ますし、 我 々が推進し よう とし ているプ ログ ラム

で は、配給会社の ネット ワーク もあ り ます。 また、パブリ ック･

ライブ ラリ ーの構 築も考え てい ます。 こ れらが 「ネクストプ ラ

ス」 をハブ にする のです。 ハブに なって上 映で きる 空間と コン

テ ンツを確保 し､ 人々 が多 様な 映画を楽し める ようにする。「ネ

クストプ ラス」 は、 産業面 では「多 様性映 画のマ ーケット 支援

セン ター」 とな り、 文化面 では、 大都市 と地方の二 極化、格 差

問 題を解消し てい く「公共的 上映支援 セ ンター」とな ります。

- 「 ネ ク ス ト プ ラ ス 」 の 目 標

「多 楡 吐映画」とい う言葉 は､映画振 興委員 会独 自の用語 です。

popular  short  screenings.  Also  the  Gangneung  Cinematheque,

the  Daegu  Independent  Film  Association,  the  Cinematheque

Daejeon,  the  Jinju Media  Center  and  other  local citizens groups

have  periodically  and  independently  taken  it upon  themselves

to show  films  and  carried  out  screenings  without  any  form  of

support  from  us.

NEXT  plus  Cinema  Network

―  What  is  NEXT  plus  Cinema  Network?

Based  on  the  experience  and  the  limits  that we  discovered

through  community  movements  and  our  development  of Artplus,

we  decided  to expand  our  operations  into the NEXT  plus Cinema

Network.  This  arose  from  a recognition  that films needed  to be

shown  in an  integrated  fashion  all across  the  network.  Also,  the

number  of  low-budget  art-house  films  and  independent  films

had  begun  to increase  and  there  were  voices  crying  out  for more

opportunities  to show  them.  With  just the operations  we  had  up

until then, there  were  limits  in our  ability to distribute  films  to

the  public  domain  and  a lack  of  theaters  in local  areas,  which

led  us to expand  upon  the Artplus  idea  and  begin  the  NEXT  plus

project. First  of  all, we  temporarily  grouped  together  all of  the

subjects  of  the  films shown  at art-house  cinemas  into one. This

means  we  gathered  all of  the discrete pieces  under  one  so-called

network  and  made  them  into a unified  brand.  The  NEXT  plus
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アート系、 イ ンデ ィペ ンデ ント系、ド キュ メン タリ ー系、 古典

映画を まとめて多 様性映 画といって い ます。以 前 はマイ ナー映

画、小 さな映画 とい ってい まし たが、 そ れでは経 済的規模 を示

すもの と受 け取 られがち なので、多 様性映 画とい う言葉 にし て

使ってい ます。収 益拡大 を目的 とし、 巨額 の製作 費をかけ る映

画以外 の作 品、文化 的な 説明 で は、 芸術性、 作品性 を重視し た

作品｡ 映画 のス タイルが革新的で 非慣習 的な美 学を持っ た作品、

シ ネコ ンで は見 られない ような政 治的・社 会的 なテーマ の作品

を多様性 映画 といい ます。我 々 は、 こうし た多 様性 映画 に触 れ

る機 会を増す ため、 支援し ている のです。多 様 な階層、多 様な

場所で上 映可能 にするた めの人材育 成 と発 掘、そ して、 観客を

増やす ための事業で もあ ります。

目 標は、78 ～90 の多 様性映 画の上 映 スクリ ー ンを確保 する

こ と。 これ は韓国 の国内 スクリ ー ンの約5 ％です。独 自 の多 様

性映 画の配給網 を形成し、 観客 総数のう ち、多 様性映 画の観客

を5 ％ に拡大するこ とも目 標です。

一 事 業 の 詳 細 ～ 上 映 館 支 援

「ア ート プラ ス」事業 でいう、「拠点 劇場」 とは民 間の街な か

映画館 のこ とで す。 こ れらの座席占 有率、200 席 を基準 に、8％

まで 支援し ます。「協力 劇場 」 とは、 シ ネコ ンで運営 して い る

上映館や、自治体が経営する映画館です。これらは座席占有率

6％まで支援する。支援金を受けられる映画館は現在26 館で、

今後30 館まで増やそうと思っています。

そして、シネマデータのようなアーカイブを持っているとこ

ろにも経営補助を行います。現在はソウルアートシネマ1 か所

のみで、2006年から資金援助を行っています。インディスペー

スというインディペンデント映画専門館が07 年にオープンし、

そこにも支援していますし、非常設上映館の場合は、プログラ

ムに対して支援します。これは、各地域で定期的に上映を行う

ケースに対して行っており、06年からスタートし、現在、16

団体を支援しています。

一 事業 の詳細～パブリック・ラ イブラリーの構築、

人材の育成

上映館ネットワークを作るために､パブリック･ライブラリー

の構築を進めています。このライブラリーは、国内外の多様性

映画を収集したものです。製作者に著作権料を支払うことで支

援をすることにもなります。国内の映画については収集と管理

も行っています。この事業は、韓国シネマデータ協議会が経営

するソウルアートシネマとの共同事業として行っています。韓

国シネマデータ協議会、韓国インディペンデント映画協会はま
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Cinema  Network  is not  just the  screening  locations  themselves,

it is the  subjects  being  screened,  the  human  resources  network,

and  it is the support  center  of  this office for  diverse  films. While

it is a network  of  theaters, it is at the  same  time  a network  for

community  screenings  and  - as  we  are  trying  to promote  with

our  program  - a network  of  distribution companies.  We  are  also

thinking  of  constructing  a  public  library. NEXT  plus  would

become  the hub  for all of these. As  the  hub, it would  ensure  both

the  content  and  a space  where  the  content  could  be  shown,  and

it would  allow  people  to enjoy  diverse  films. NEXT  plus is, on

the  industry  side, a support  center  for the market  of  diverse  films

and,  on  the  cultural side, a community  screening  support  center

that  hopes  to cut  down  on  the  problems  and  differences  between

the  two  poles  of the big  cities and  the local areas.

―  The  goal  of  NEXT  plus

The  term  "diverse  film"  is an  original  phrase  created  by  the

Korean  Film  Council.  It is a term  we  use  to refer  to art-house

films,  independent  films, documentaries,  and  classic  films.  In

the  past, the terms  'minor  films' and  'small  films' were  used, but

those  tended  to be  interpreted  as reflecting  the  films' economic

scale  and  so  we  came  to  use  the  term  "diverse  film"  instead.

These  are works  that exist separate  from  those  films  that gamble

huge  budgets  for the  hope  of  huge  profits; these  are  works  that

stress artistry and  production,  in a cultural  explanation.  Works

that  have  an  esthetic  that  is revolutionary  and  unconventional

to filmmaking  styles  and  works  that have  political  and  social

themes  that are  unlikely  to be  seen  while  sitting in a cinema

complex  - these  are  what  we  call diverse  films.  In  order  to

increase  the  opportunities  for  people  to  come  into  contact

with  these  diverse  films, we  are  giving  our  support.  In order  to

make  it possible  to screen  films  in many  different  places  and

among  different  classes, we  are  working  for  the  discovery  and

cultivation  of human  resources  and  to increase  the audience.  Our

goal  is to ensure  78  to 90  screens  for showing  diverse  films. This

is just about  5%  of  the screens  in Korea.  Our  objective,  then, is

to form  an  independent  distribution network  for diverse films and

to expand  the attendance  of  diverse films  to 5%  of  the total film

attendance  in Korea.

―  Project  particulars:  Theater  support

The  work  of  Artplus  is centered  around  what  we  have  called

"Base  theaters," which  are  private theaters in towns.  We  support

up  to 8%  of  their seat shares, with  the  standard  number  of seats

being  200.  "Collaborative  theaters"  are  theaters  run  by  cinema

complexes  and  theaters  run  by  local  towns.  We  support  up  to

6%  of  their seat shares. The  current  number  of theaters receiving

support  funds  is 26  and  we  plan  to increase  that number  to 30
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た独 自に上 映用の ライブラリ ーも作っ てい ます。そ のライブ ラ

リ ーを作るこ とに も我 々が 補助 金を出し てい ます。パブリ ック･

ライ ブ ラリ ーで は、2008 年 に約130 本、そ の 後 は、 公開 さ れ

るものを毎 年100 本ぐらい 追加し ながら、古 典映画 もある年 度

以 前のも のを集 めて、充実し たラ イブラリ ーを構築 をしてい き

たい ので す。

人材育 成とい う面で は、 上映をし たい とい う人 を集めて 会議

やトレ ーニ ン グを行い ます。 こ れは我 々が 委託 を受け て 行い、

コー スも作ってい ます。定 期的 に関係者 を集めてプ ログ ラムや

マー ケテ ィ ングの協議 もし ます。

地域 における多 様性 映画の上映 は、今年、 来年 にはもっ と活

発に なっ てい くと思い ます。そ のため にも、現在上 映を 行って

いる人 に対する 支援を 行うだけで なく、 地方で も人材育 成のた

め のトレ ーニ ング コ ースを 作 るな ど地 方 自治体 の 文化 事業 担

当者 などで興味 を持っ ている方 がトレ ーニ ングを受 け られる よ

う、 活動を広げ てい きます。

一 事 業 の 詳 細 ～ そ の 他

こ のほか、 共同のプ ロモ ーショ ンや イベ ント を行う ケー スに

対 する支 援 もしてい ます。「 ネクスト プ ラス」 のサマ ー フェ ス

テ ィバル も開催してい ます。 去年はモ デ ル事業 として、 ソウ ル

in  the future. We  are also carrying out administrative assistance

to places which  have  archives like cinematheques.  At present,

there is only one location, the Seoul Art Cinema,  which  we  have

been  providing financial aid to since 2006. The  independent film

specialty theater, Indie Space, opened  in 2007  and  we  have been

assisting them, and  we  also provide assistance for programs  at

temporary  screening venues. This is carried out for the periodic

screening that goes on in the local areas, which  started in 2006,

and  now  provides support for sixteen local organizations.

―  Project  particulars:  Constructing  a  public

library  and  cultivating  human  resources

In order to create a theater network, we  are proceeding with

the construction of a public library. This library will house  a

collection of diverse films from  home  and abroad. It will provide

support for filmmakers through paying copyright fees. Collection

and  management  is being  carried out for domestic  films. This

is a joint project with the Seoul Art Cinema  which  is run by the

Korean  Association of Cinematheques.  The  Korean  Association

of  Cinematheques  and  the Association of Korea  Independent

Film  &  Video  are also independently  making  libraries for

screenings. We  are providing some  financial aid for the creation

of  those libraries. Our  public library has about 130  films as of

2008  and  we  hope  to develop it into a fully realized library by
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の 映画館 を集めて 開催し たのですが、 今年 は全国 の映画館を 集

め まし た。こ れにはソ ウル市当 局が支援 金を出し てく れまし た。

入 場料1 千 ウ ォン、 日 本円で約100 円で、い ろん な映画が見 ら

れます。

多 様性 映画のマ ーケテ ィン グ費、 宣伝 費など にも重点的 に支

援し てい ます。パブ リ ック・ラ イブ ラリ ーを紹介 する冊子が あ

り、「 ネクスト プ ラス」 の情 報誌 も隔 週で 発行し てお り、現 在

の発行 部数は約4 万3 千 部で、 映画館や文 化施 設などで無 料で

配布してい ます。

巡回上 映の サービス も行って い ます。こ れにつ いての 数字は

表(P.98-6) をご参照 ください。 その ほかに、技術支援 として、

07 年 まで4 つ の 映 画館 に、 今年 は6 か 所 にデ ジ タル上 映 シス

テ ムの 補助をし まし た。 公共 ライブ ラリ ーで もデジ タル化 は進

めてい ます。

以上、 我々 の活動 につ いて報 告し まし た。韓 国では経 済的な

状況 の悪化 などもあっ て、こ のよう な活動に対 する予 算が若干

少 なくなってい る傾 向にあり ます。し かし、資 金は減っ たとし

て も、 多 様性 映画 の支援 策は 続け たい と考え てい ます。「 ネク

ストプ ラス」 は関係 者が机上 で作っ たもので はな く、 実際に上

映 や配 給に携 わる さ まざ ま な人の 声を 聞いて 作っ た ものです。

continuing  to add  about  100  films newly  released  each  year  and

a  number  of  classic films  every  year. As  for  the  cultivation  of

human  resources,  we  gather  people  who  are interested  in holding

screenings  and  carry  out  meetings  and  training. The  training is a

course  we  created. We  also periodically  get  together  with  those

involved  to discuss  the  program  and  its marketing.  We  hope

to  increase  the  screening  of  diverse  films  in  local  areas  even

more  this year  and  next  year. In  order  to do  so, we  are  not  only

supporting  the  people  who  are  already  holding  screenings,  but

we  have  also made  a training course  to cultivate human  resources

in  these local areas and  are spreading  our  activities to allow  those

interested  parties among  the heads  of  community  cultural affairs

groups  to be able to receive  training as well.

―  Project  particulars:  Other

Finally, we  provide  assistance  in cases  where  there  are  joint

promotional  events. We  also hold  the NEXT  plus Summer  Film

Festival. Last  year  we  solicited cooperation  from  the  theaters of

Seoul  for a trial run, and  this year  we  have  involved  theaters from

all around  the country. The  Seoul  city officials were  kind  enough

to  provide  financial  support  for  this project.  The  entry  tickets

cost  1,000  won,  or  about  100  Japanese  yen,  which  enabled

audiences  to see  all kinds  of  movies.  We  are  also  providing

support  for  the  marketing  and  publicity  costs  of  diverse  films.



彼らが支援を求めているところに適切な支援ができるよう、公

的機関である我々もがんばっており、そのような組織だと自負

しています。ありがとうございました。

We  have  pamphlets  introducing  the  public  library  and  we

issue  the  biweekly  informational  magazine  "NEXT  plus";  at

present  we  print 43,000  copies  of  it and  distribute them  for  free

to theaters  and  cultural  institutions. We  also  carry  out  touring

shows.  For  the numbers  involved  in this practice, please  see  the

table (P.99-6). As  for  technical  support,  we  have  helped  provide

digital projection  systems  for four theaters up  until 2007  and  for

six theaters as  of  this year. The  digitalization of  our  community

library  is also making  progress.

This  is the  end  of  my  report  on  our  activities. There  has

been  a  worsening  economic  situation  in Korea  recently,  and

this along  with  other  factors  has  made  the  budget  for  these

kinds  of  activities a bit tighter. However,  while  our  funds  may

have  diminished,  our  determination  to  support  diverse  films  is

unwavering.  NEXT  plus  is not  just a theoretical  practice  made

for  those of  us involved  in its inception  - it is something  that has

been  created  by  listening  to  the  voices  of  the  people  actually

engaged  in screening  and  distribution. As  a public  body  we  are

working  hard  to be  able  to provide  the  assistance  that they  are

seeking  and  I am  proud  to be  part of such  an  organization.  Thank

you  very  much.
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発表者：ウォン・サンフアン（韓国インディペンデント・フィルム配給支援センター　ディレクター）

一 韓 国 に お け る 「 イ ン デ ィ ペ ン デ ン ト 映 画 」 と は

皆 さんに 配布し たパ ンフレ ットは､ 韓国 イ ンデ ィペンデ ント・

フ ィル ム配給支援 セン ターの活動 と、 イ ンデ ィスペ ースとい う

上映 専門館 を紹介し たも ので す。概略 をいい ます と、 韓国 のイ

ンデ ィペ ンデント 映画と 日本のそ れとは、 定義 が多 少異なっ て

い ます｡ 韓国で のイ ンディペ ンデ ント映 画の定義 はさ まざ まで、

あ る研 究者 は60 年 代の 実験的 なア ヴ ァンギ ャル ド映 画が イン

デ ィペ ンデ ント映 画の出 発点だっ たといい 、 またあ る 人は、80

年 代 の社 会 運動 に関 連し た民 主 運動 と一 緒 に育 って きた映 画

が、 韓国 のインデ ィペ ンデ ント映 画だと主張 し ます。 そ れが 盛

んでは なかった 頃には、特 に問題で はなかっ たので すが、 イン

ディペ ンデ ント映 画が人 々に知ら れるよう になって から、定 義

も問題 になって きた。 韓 国では、 かつ て、 インデ ィペ ンデ ント

映画は、 政府の圧力 で禁 止されて き まし た。 商業圏 の外にあ る

とい う だけ では なく、政 府の支配 する領域 の外 にあ る とい う意

味もあ ります。

90 年 代 後半 に韓国 インディペンデ ント映 画協 会が で き、韓 国

映 画振 興 委員 会（KOFIC ） が生 まれ、 そしてインディベ ンデ ン

卜映 画が、 社 会の枠 組 みの外 にあ るもので はなく、 韓国 映画 に

必 要な ものだ とみ なされ、 支 援 の対 象 になったので す。 です か

ら、 インディペ ンデ ント映 画とは何か という定 義や 論 争は、こ れ

が 合 法 化されてから、 つ まり社 会 的、 政 治的 にも認 知されて か

ら 起こった わけで す。 こ れは90 年 代 後 半以 降の 話で、以 前 は

合 法的 な存在 では なかった。 上映する場 所もありませ んでし た。

非 常 に小 さな上映 会や、 大学 の同 好 会 のようなところで上 映し

て いまし た。 そ うして始 まった ので、こ れをどのようにして人 々

に見せて共 感 を得ることがで きるかが、 問 題 になっ た。 単にコ

マ ーシャル的 なことではなく、 社 会と関連のあることなんです。

韓国イ ンデ ィペ ンデ ント 映画協 会が中心 となり、 その ための

さ まざ まな活動をし てい ます。 また､ インデ ィペ ンデ ント･フ ィ

ルム配給 支援セ ンターは インデ ィスペ ースという 上映専 門館 を

持 ってい ます。

一 韓 国 イ ン デ ィ ペ ン デ ン ト 映 画 協 会

韓国 インデ ィペンデ ント 映画協 会は、 劇映画、 実験映 画、 ド

キュ メ ン タリ ー、 ア ニメ ー ショ ン など の映 画 製作 者が 中心 に

―  What  is  "independent  film"  in  Korea?

The  pamphlet  that  you  have  all received  introduces  the

activities of  the Independent  Film  Distribution  Support  Center

and  Indie  Space,  a  niche  theater.  Generally  speaking,  the

definition  of  independent  film differs in Korea  and  Japan.  There

are  various  definitions  of  independent  film  even  in  Korea:  for

example,  one  researcher  says  that  a  1960s  era  experimental

avant-garde  film  was  the  starting  point  of  independent  film,

while  another  claims  that the style of  film that matured  alongside

the  democratic  movements  of  the 1980s  is the  style of  Korea's

true  independent  films.  Back  when  indie  films  were  not  so

popular,  having  a definition  or  not  wasn't  much  of  a problem,

but  as independent  films  have  become  more  and  more  popular,

the  definition  of  the  genre  began  to  be  an  issue.  In  Korea,

independent  film was  once  banned  by  governmental  pressure.  In

other  words,  Korean  independent  film  existed  not  only  outside

of  the commercial  sphere,  but  also outside  of  the law. In  the late

1990s,  the Association  of  Korea  Independent  Film  &  Video  was

formed  and  the Korean  Film  Council  (KOFIC)  was  born.  From

that  point  on, independent  film was  no  longer  seen  as something

outside  of  the framework  of  society  and  instead  came  to be  seen

as  something  to  be  supported,  something  necessary  to  Korean
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cinema  as a whole. The  dispute and  attempt to create a concrete

definition of independent film only arose once  the films became

legal and  began  to receive social and  political recognition. This

has all happened  since the late 1990s; independent  films were

not legal before then, and  there were  no places to show  the ones

that did exist. If the films were  shown,  it was  at extremely small

screening  parties or for university clubs. Because  independent

film  started in such  a way,  there is this issue of how  to show

the films to audiences  and  get them  to understand  the films,

not simply  as a commercial  product  but as something  that has

significance for society. We  have  been  taking various steps

to work  towards  an answer  to that question, with  our  efforts

centering  on  the Association  of Korea  Independent  Film  &

Video. We  also utilize the Independent Film Distribution Support

Center's niche theater, Indie Space.

―  The  Association  of  Korea  Independent  Film  &

Video

The  Association  of Korea  Independent  Film  &  Video  was

established in 1998  primarily for the filmmakers  who  create

narrative  films,  experimental  films, documentaries,  and

animation. Some  time after that, animation  producers established



なっ て、1998 年 に設 立さ れ まし た。 そ の 後ア ニ メー ショ ン 製

作 者 は韓国 イ ンデ ィペ ン デ ント・ アニ メ ー ショ ン協 会を 設 立

し、 それか ら韓国 インデ ィペ ンデ ント映 画協 会の創立 メンバ ー

であっ た地方 の人 たちは シネマ デー タ協 会を作 り、独 自に活 動

してい ます。協 会はイ ンデ ィペ ンデント映 画が合法 的な枠内で 、

大衆に映画 を提供で きなかっ た限界 を超え、現 在で は制度 の中

で、 さ まざ まな映 画を上 映す るこ とがで きる よう にし まし た。

来年3 月には アニ メー ショ ン、 ド キュ メ ンタリ ーな どを集 め、

インデ ィ・ド キュ・フ ェステ ィバルを 開催し ます。

かつ て インデ ィペ ンデ ント 映画 は映画館で は上映 で きず、 批

評の対象 にもなり ませんでし た。そこ で批 評文化 とい う ものを

構築し よう と、お 互い の作品 を評価し 合い、 討論し ようで はな

いかというこ とで､ 雑 誌を発行 するこ とにし まし た。私 どもは、

かつ て の非 合法的 な時代 の資料を 整理し ようと、デ ー タベ ース

も作り始 めていて、 ソウ ル市内に インデ ィペンデ ント映画 製作

のため の機材や理 論を支援 する、 サポート セ ンターも設立し ま

した。こ れは映画振 興委 員会からの 委託に よるもので す。

韓国 インデ ィペ ンデ ント・フ ィル ム配 給支援 セン ターも、こ

の協会 で運営し てい ます。 作品が 観客 と出会う ために は、 さ ま

ざ まな活動が必 要です。我 々 の協 会や監 督以外 の人で、 そうい

their  own  Korean  Independent  Animation  Association  and

the  regional  founding  members  of  the  Association  of  Korea

Independent  Film  &  Video  made  a  cinematheque  association

and  began  their  own  independent  activities. From  within  the

framework  of  legalized  independent  film, the  association  has

overcome  the  limits  that  had  previously  prevented  us  from

offering  our  films  to  the  public,  and  has  made  it possible  for

various  films  to be  shown.  In  March  of  next  year,  we  will be

gathering  animations  and  documentaries  to hold  an  Indie-Docu-

Festival.  As  independent  films  could  not  formerly  be  shown  at

theaters,  they  also  could  not  be  the  targets  of  critical attention.

In  an  effort  to construct  a culture  of  critical evaluation,  the

filmmakers  decided  to begin  publishing  a film  magazine,  with

the  thought  that they  could  use  the  publication  to evaluate  and

discuss  each  others'  works.  The  association  began  to  compile

a  database  of  our  material  from  the  time  when  independent

films  were  illegal, and  we  also  established  a  support  center  in

Seoul  to provide  assistance  and  guidance  on  film  theory  and

the  equipment  necessary  for  independent  films. This  was  done

through  the support  of  the Film  Council.  The  Independent  Film

Distribution  Support  Center  is also managed  by  the Association.

A  variety  of  steps must  be  taken  between  the  making  of  a film

and  its encounter  with  an  audience.  Outside  of  our  association

and  the  directors of  these films, there  are not  many  people  who

う活動をしようとする人はあまりいません。お金が儲かること

ではなし､社会的ステータスになることではないからです｡我々

はお金があるわけではなく、人材も多くはないので、それぞれ

がかけ持ちで、手弁当で駆け回っています。私はこの支援セン

ターのディレクターを5 年間つとめていますが、私なりの思い

入れがあります。日本にはこのような協会がないと聞き、始め

にご紹介しました。

我々が最も重視したのは、我々が作ったインディペンデント

映画を観客が見ることができるようにすることです。また、最

小限の収益が上がって、それで監督が食べていけるようになる

ことです。それを我々はインディペンデント映画の配給と呼び

ました。インディペンデント映画にはスターは出演せず、予算

も少ないので、一般の映画館では上映されません。 2000年の

初めから、短編映画、実験映画、インディペンデント映画を上

映できるような空間を作ってほしいと活動しました。民間企業

は作るわけがないから、政府に予算をかけて作るよう要求しま

した。 90年代後半まで、インディペンデント映画は弾圧され

てきました。政府が上映を妨げてきたのです。ですから過去を

反省する意味でも、専門映画館を作るようにと求めたのです。

しかし、専門館ができるまで、なんと7 年もかかりました。

try to  undertake  such  steps. After  all, it is hardly  a profitable

endeavor,  and  not  one  likely  to make  you  famous.  We  barely

have  any  money  and  we  don't  have  a lot of human  resources,  so

the  members  of  the  Association  all have  to work  day  jobs  and

bustle  about  doing  Association  work  without  pay. I have  been

the  director  of  this support  center  for five years,  and  I have  my

own  thoughts  about  it. I have  heard  that there are  no  associations

like  ours  in Japan,  so  I thought  I would  mention  it first. Above

all, what  is most  important  for  us is that the  independent  films

we  make  are  seen  by  audiences.  After  that, we  hope  for at least

enough  profit that our  directors  can  survive.  When  we  say  an

independent  film was  "distributed"  what  we  mean  is that it made

some  money.  In  Korean  independent  film, big-name  stars do

not  appear  and  the  budgets  are small.  Furthermore,  the films  are

not  shown  at regular  movie  theaters. That  is why  in 2000,  we

started to think  that we  wanted  to make  a space  where  we  could

show  independent  films, experimental  films, and  shorts. Private

companies  would  not  help  us  to build  it, so  we  requested  aid

from  the  government.  Until  the  late 90s,  independent  film  had

been  suppressed.  The  government  had  prevented  any  screening

of  it. And  it was  this memory  that led us to go  to the government

and  demand  the  money  to make  Indie  Space.  It was  a  form  of

reparations.  It took  seven  years  for the space  to be completed.
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- イ ン デ ィ ペ ン デ ン ト 映 画 配 給 シ ス テ ム の 探 求

協 会内 部に 配給 チ ー ムを作 り、 ひ とり かふ た りで 配給 を担

当。 最初は月 に1 回定 期上 映 会を開催し、また、大学 や美術館 、

地域 のコ ミュニテ ィセン ターなど に対し て上 映企画 を提 案し ま

し た。 もっ と積 極的 な展開 を考え、ソ ウルで どう配給 するかで

は なく、 そ れ以 外の劣 悪な環 境の地方 に対し て、作品 をどう普

及さ せるか といった 議論をし まし た。 チョ ンジュ（全州 ）で は

国際 映画祭 が開催さ れてい ますが、こ のチョ ンジュ のあ るチ ョ

ルラプ クド （全羅北 道）とい う地域 を対 象 に、 チョ ルラプ クド

イ ンディペ ンデ ント 映画協 会と我々協 会が協力 して、 コミュ ニ

テ ィホー ルや学校で上 映会が 行えないか､ モデ ル事業 を実施し 、

結果 を報告 書に まとめて政 府に提 言し まし た。 こういっ た モデ

ルが、 ほか の自治体 にも適用 で きる のでは と、 調査 を行っ たの

で す。

2004 年 は 地方 で の上 映拡 大 に重点 を 置 き まし た が、そ の 結

果 を 踏 まえて、05 年は 継続 可 能な 配給 の方 向性 決 定に 重点 を

置 き、そ のための システ ム作 りに取 り組 みました。 インデ ィペ

ンデ ント映 画配 給の ため の窓口 映画 館の 設定、DVD 販売、 オ

ンライ ン配信な どの多 様 なチャ ネルに働 きかけ、そ こでい くつ

か イ ンデ ィペ ンデ ント映 画のため の、 ビ ジネスモデ ル事業 の試

みをし まし た。

―  In  pursuit  of  an  independent  film  distribution

system

We  made  a distribution  team  within  the  Association  and  put

one  or two  people  in charge  of  it. At  first, we  just held  screening

parties  once  a month  and  proposed  plans  to  screen  films  at

universities  and  art galleries and  local  community  centers.  We

thought  more  actively  about  expansion  and  began  to  discuss

how  we  could  distribute our  works  not  just in Seoul,  but  also in

the  regions  outside  of  the city that are especially  unreceptive  to

independent  film. An  international  film  festival is held  at Jeonju,

and  we  focused  on  the  area in which  it is located, Jeonbuk,  and

worked  together  with  the Jeonbuk  Independent  Film  Association

to organize  screening  events  in community  halls  and  schools,

in  order  to  create  a  model  project  that we  could  show  to the

government.  We  also  investigated  whether  this sort of  model

could  be  adapted  for other  municipalities.  For  2004,  we  placed

an  emphasis  on  expanding  screenings  in the provinces,  and  based

on  the  results of  that in 2005,  took  a course  of  action that would

allow  us  to focus  on  continuous  distribution.  We  embarked  on

creating  a system  which  would  allow  us to achieve  this aim.  We

began  to work  on  such  diverse  channels  as  establishing  contact

theaters  for  independent  film  distribution  and  DVD  sales and

online  distribution, and  then  we  experimented  with  establishing

business  models  for  a  number  of  independent  films.  Together
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あ る配給 会社と一 緒に、 インデ ィペンデ ント とド キュメ ンタ

リ ーをモデ ル的に 配給するこ と も試 み まし た。 韓国 のインデ ィ

ペ ンデ ント映 画 は市場 性が ない とい うこ とで、DVD も作ら れ

てい ない。 そこで 協会 がDVD も作ろ う と直接 販売も スタート

させ た。そ れから、こ れ らの作品 を上映し たい とい う人を集 め

て、 ワー クショップ も開 催し た。事 業規模 を拡大し、 討論 もし

ていこ う、 というこ とで協 会の中 のチー ムを解体し て配給 委員

会 を設立し ました。

06年 は 過去 の事 業 経験 を 基盤 とし た、 イ ンデ ィペ ンデ ント

映 画配給戦略 の開発､ 政策作 りを行い まし た。 映画館での上 映･

配給よりは、 コ ミュニテ ィの中で上 映するこ とが、 イ ンデ ィペ

ンデント映 画を普及 する道で はない かと考え､名前 を「イ ンデ ィ

ペ ンデ ント 映画上 映ネット ワー ク」 から 「ネット ワー ク配給 シ

ステム」 に変 え まし た。社 会の発展 や映像 文化の多 様性を向 上

さ せるた めに大事 なのは、 各地域、 各小 グループ で実際に実 践

す るこ とだ からで す。そ して 非 商業的 な インデ ィペ ンデ ント、

また人権問 題を提 起するド キュメ ンタリー､ あ るいは実験 映画、

こ うし た映 画を普 及させ ようと思い まし た。 各 コミュニテ ィ間

で の情報交 換、人的 交流、お 互いが 開発し たプロ グラ ムの交 換

といっ た事 業も、こ の年に行い まし た。

この ような運動 は、単 に映画 を見せるこ とに とど まらず、 各

with  a  distribution  company,  we  also  experimented  with

distributing  independent  films  and  documentaries  as  a  sort of

model.  Since  Korean  independent  films  were  not  considered  to

be  marketable,  DVDs  were  not  made  for  them.  Our  association

made  the  DVDs  accordingly  and  started  direct  sales.  After

that, we  gathered  together  people  who  wanted  to screen  these

works  and  held  workshops  as  well.  We  expanded  the  field of

our  operations  and,  with  the  plan  to continue  our  discussions,

dismantled  the  team  within  the  association  and  established  a

distribution  committee.  In  2006,  based  on  our  past  experience

of  the  industry,  we  developed  strategies  for  the  distribution  of

independent  films, and  created  policies. Thinking  that screening

independent  films in the community  was  the path  to popularizing

them,  we  changed  our  name  from  describing  independent  film

screening  network  to describing  a  network  distribution  system

rather  than  being  just about  distribution and  screening  at theaters,

because  the important  thing  for social evolution  and  the diversity

of  the visual  culture  is to actually  put  it into  practice  in each

small  group  and  each  local area. Non-commercial  independents,

documentaries  that raised  questions  about  human  rights issues,

and  experimental  films  - these  were  the  films  we  hoped  to

popularize.  This  year, projects  were  conducted  to also  network

the  information  exchange,  personal  interaction,  and  mutually

developed  programs  between  each  community.  These  efforts are
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地で活発化 してい たメデ ィア教育、 パブリ ックア クセ スといっ

た、他の メデ ィア ムーブメ ントにリ ンクしてい くもので した。

－ ネ ッ ト ワ ー ク 配 給 シ ス テ ム の 戦 略

映画の 配給には「 コンテ ンツ」､上 映の「主体 」､機材 などの「 イ

ンフラ」 といった3 つ の 要素が必 要です。 それ以 外に、映 画振

興の政 策、 産業のあ り方、上 映 に関する法 律が 配給に影響 を及

ぼし ます。つ まり、 配給 に関する内 部要素 と外部 要素を合 わせ

て考え るというこ とで、 配給を進 めてい くというこ とです。 こ

のよう に戦略を立て ました。

我 々の ネット ワー ク配給 につい て 簡単 に説明 し ます。 まず、

「コ ンテ ンツネ ット ワ ーク」 につ いて は、 そ れぞ れバ ラバ ラに

なってい る映画コ ンテ ンツを活用し やすい よう にカテゴリ ー化

し、観客 の興味を惹 くよう に、 情報 を伝え なけ ればい けない。

次 に「主 体 ネットワ ー ク」。 人 材を どう育 成し てい くか が問

われ まし た。 この ような アプ ロ ーチ を行っ てこそ、 ひ とつ の映

画がそ れ自体の 意味を広げ、 観客 の生活 の中に奥 深く伝達 さ れ

るのです。 その主体 を担う人 材の発掘 が重 要で す。

そし て「イ ンフ ラ ネットワ ーク」。映 画には上 映場所 や機材、

技術が必 要です。 地域に はさ まざまに スペ ー スが あり、上 映 に

向かない場 所で も、 いか にして 上映に適し た場所 にす るかとい

not  limited  to simply  showing  films, but  are links to active  media

education  in each  area  and  other  media  movements,  including

public  access.

―Strategies  for  the  Network  Distribution  System

These  are  the three necessary  components  for our  system:  for

film  distribution,  "content";  for  screening,  "subject";  and  for

equipment,  "infrastructure."  Outside  of  these, the  policies  for

film  promotion,  the  industry  standards,  and  the  laws  regarding

distribution  will  have  effects  on  distribution.  In  short,  we

proceeded  with  the  distribution  process  by  thinking  about  the

internal  factors  related  to distribution  and  the  external  factors

combined,  and  thus established  our  strategies. I'll explain  briefly

about  our  network  distribution  system.  First  of  all, about  our

content  network:  we  categorize  the  different film contents,  so  that

they  will be  easy  to put  into use, and  pass  on  the  information,  so

that  they  might  attract the  interest of  their audiences.  Next  we

have  the subject  network.  It deals  with  the  question  of  how  we

can  best  cultivate our  human  resources  - or, in other  words,  our

talent. Particularly  because  we  approach  it in this kind  of  way,

each  film  can  broaden  its own  significance  and  reach  deep  into

the  lives of its audience.  Discovery  of talented  people  who  carry

these  core  subjects  is of  the  utmost  importance.  And  finally,

the  infrastructure  network:  a  film requires  a  screening  location

うこ とを考え たいと。 スペ ースが別々 にイベ ント をする のでは

なく、お 互い何 を開催 するか情 報交換 をして、 ネットワ ーク シ

ステ ムを作り たい と思い ました。

こ のように ネットワ ーク配給 システ ムには3 つ の柱があ り ま

す。社 会的枠組 みか らも大 きな影響を受 ける。 さ まざ まな要素

を調 整し なけ ればいけ ない。そ の役割 を担う のが我 々、 韓国 イ

ンデ ィペ ンデ ント・フ ィル ム配給支援 セン ターで す。こ のセ ン

ター は、 さ まざ まな要 素の ネット ワ ークのハブ の役割 をしてい

ます。そ して文 化関係 の官庁 とも連絡 をしなが ら、 インディペ

ンデ ント の活性化､ 地方で の映画の 活性化 に力 を入 れてい ます。

役 割 は小 さいか もし れ ませ んが、 一生懸 命やってい ます。

－ イ ン デ ィ ペ ン デ ン ト ・ フ ィ ル ム 配 給 支 援 セ ン タ ー

の 活 動

イ ンディペ ンデ ント ・フ ィルム配給 支援セ ンターの 具体的 な

事業 は、 大き く分け て4 つ あ り ます。「 インデ ィペ ンデ ント系

映画 配給支援 事業」、「共同体上 映支援 事業」、「上 映館の 運営お

よび上映 支援事 業」、「政策 関連事業」 です。

一 配 給 に 対 す る 支 援

まず､「 インディペ ンデ ント系 映画 配給支援事業 」は､ 毎年1 、

and  equipment,  and  certain technical  skills. Local  areas  have  all

kinds  of  spaces,  and  we  like to think  that even  places  that are

not  designed  for screenings  can  be  made  into places  fit for this

purpose.  Also,  it is not  as if spaces  hold  completely  autonomous

events;  each  share  information  with  the  others  about  what  they

are  exhibiting,  and  thus  there  was  the  wish  to create  a network

system.  These  are  the  three  pillars of  the  network  distribution

system.  The  system  has  been  strongly  influenced  by  social

frameworks.  Each  component  has  to be  tuned  and  modified.  We

here  at the Independent  Film  Distribution  Support  Center  are the

ones  taking  up  this responsibility. This  center  serves  as a hub  for

the  networks  of  these  various  components.  We  put  our  efforts

into  vitalizing independent  film and  vitalizing local areas, while

keeping  contact  with  the  government  offices  which  deal  with

cultural  affairs. This  may  seem  like just a small  role, but  we  are

putting  our  strongest  efforts into it.

―  Activities  of  the  Independent  Film  Distribution

Support  Center

The  day-to-day  work  of  the  Distribution  Support  Center

can  be  broadly  divided  into four  sectors: operations  to  support

the  distribution  of  independent-type  films,  operations  to

support  community  screenings,  operations  to  support  theater

management  and  screenings,  and  policy-related  operations.
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2 本の インデ ィペ ンデ ント 映|町を 独自 に配給 する とい う活 動で

す。2(X)1年 度 に ぐ送 還日 記』 か ら始 め まし た。05 年に は 韓川

と 凵本の 共|司製作[ ア ンニ ョ ン、 さ よな ら.j　を 配給。 韓jl lで、

イ ンデ ィペ ンデ ント映 画を20 代 ～30 代 の人が 見て いる とする

と、 もっ と低い 年齢川 の人た ちに も映11111を 見て もらお うと、06

年に は フパンプ キ ンj　とい う40 分の中 編ア ニ メー ショ ン映画

を配給し ました。 また、 韓国 インデ ィペ ンデ ント 映111111嶌会の巾

で 活動し ている 監督17 人が、韓μI社 会の 姿を5 分の作111111にし、

そ れ らをつ なげ たドキ ュメ ンタリー作111111ﾜ燃えll がるフ ィルム

連晉｣|　も配給 し まし た｡｡07 年 に は、 凵本 の北 海道 の|]｣舎 の学

校の問 題を扱っ た?･ウリハッ キョ､fという作111111の配給 を支援し、

08 年|ゾ|涓｣ にはマ イケル･ムー アの1｢Iシッコ||を 配給して い ます。

その ほかに｢ インデ ィペ ンデ ント映 画委託 配給｣ とい う=lt業

もあ ります｡ インデ ィペ ンデ ント映画 は、製作か ら配給、 日 映

まで 自らやら なければい けない 宿命です ので、 製作者 たちがバ

ラバ ラに 各地 にいては、 協力で きない。 また コンテ ンツの著作

権につい て も複雑な問 題が起 きてし まう。 製作 者は、あ まり配

給に は詳しく ないので、 配給を我 々がｰ 手に引 き受 け ようとす

る、 委託 配給 乍業で す。17 本の 作品 を扱 い まし たが、 ド キュ

メ ンタリーの 配給 会社が別にで きたので 、現 在はそっ ちに任せ

るこ とにし まし た;･)

―  Support  for  distribution

First of  all. within  our  operations  to support  the  distribution

of  independent  films,  we  independently  distribute  one  or

two  independent  films  each  year.  In  2004,  we  began  with

Repatriation.  In  2005,  we  distributed  a  collaborative  work

between  Korea  and  Japan.  Annyong.  Sayonara.  In  Korea,

independent  films  are mostly  watched  by  young  people  in their

20s  and  30s.  and  in order  to attract an  even  younger  audience

to these  films, in 2006,  we  distributed  a 40-minute  piece  of  an

animated  film  called  Pumpkin.  In  addition,  we  also distributed

a  documentary  called  Furnaces  of  films which  was  made  up  of

17  five-minute  films  which  capture  the  current  spirit of  Korean

society, created  by  17  directors  acting  within  the  Association  of

Korea  Independent  Film  &  Video.  In  2007.  we  supported  the

distribution  of  Our  School,  which  deals  with  the  problems  of  a

school  in a rural area  of Hokkaido,  here  in Japan,  and  in the  first

half  of 2008,  we  distributed Michael  Moore's  Sicko.  In addition,

we  also  commission  the  distribution  of  independent  films.

Independent  filmmakers,  from  production  through  distribution,

all the way  up  until screening,  have  to do  everything  themselves,

and  when  the  filmmakers  are  scattered  around  in each  different

area,  they  can't  cooperate  or  work  together.  There  is also  the

complicated  problem  of  content  copyrights.  Most  creators  are

not  all that  knowledgeable  about  the  details  of  distribution
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また、DVD を作 り たい とい う 製作 者に 対す る 支援 を始 め ま

し た。 劇場 上映 と は違い、DVD は観 客が 自分 のため に買 うこ

とがで き、 作品 を広げ るため には 屯妛で す。こ れら作品 は製作

者が、 自分の映Ilhiをll映 する ところや、 各地の 映11111祭で 販売し

てい ます。 商業 ラ インには乗 らないので 、そうい ったや り｡方を

してい ますが 、我 々のHP I こで ネット販売 もして い ます。我 々

が 支援 して 製作 し たDVD 作品 は2005 年以 降で48 本。 こ の中

には、KOFIC が 支援 し た もの もたく さんあ り ます……　1本につ

き 大体200 ～500 枚の 販売 量です が、1.000 枚売 れた 作品 もあ

り ます。 支援し た以外 の作品 も、 ネット ショ ップ で販売し てい

ます。我 々 の Ⅲ ）上 で売 られてい る映|自iの総 数は約180 本ぐら

いです。DVI) が 約10  0本、ビデ オが約80 本、VCD がI 、2 本、

オン ラインでDVI) を販売 する理 山は､独 ヽy的 な流通 ネットワ ー

クを作 りたい とい う気持 ち もあ るし、マ ー ジンをで きるだけ抜

き、利 益がな るべ く製 作者にい くよう に、 とい うこ ともあ り ま

す。売 れる と70 ％は 製作 者にい き、我 々が 干数 料と して受 け

取るの は30 ％ぐ らいです。

こう した オンラ インを、販売 以外 にどう活月｣できる かも考え

てい ます。2008 年 までの3 年 間、既 存の オ ンラ イ ンニ ュ ー ス

雑誌 と協力し て オンラ インで 映1111tを封りjりし、 多くの 人が映 画

を 見まし た｡､ 現在は中 断さ れてい ますが、 ネットを どのよう に

and  so we  undertake  the distribution work  single-handedly for

them.  That is what  we  call commissioned  distribution. We  have

handled  seventeen films and  have  created a separate distribution

company  for documentaries, which  we  now  depend  on for this

work.  We  have  also begun  support  for filmmakers  who  wish

to make  DVDs.  Unlike  screenings  at theaters, DVDs  can  be

bought  by viewers  for personal use  and  so they are essential

for spreading  films to greater audiences. The  DVDs  are sold

by  their creators when  they are screened  and  at film festivals.

They  do this because  their films aren't being  distributed by a

commercial  line, and so we sell them  online from our homepage.

We  have supported a total of 48 DVD  films since 2005. Among

these, there are many  films that KOFIC  has supported  as well.

Generally  each  film  sells somewhere  between  200  and  500

copies, but there are also those that have reached  1.000  sales.

In our  online shop, we  are also selling films that we  haven't

had  a hand  in assisting. The  total number  of films that we  are

selling on our  homepage  is about 180  films. There  are around

100  DVDs,  around  80 VHS  tapes, and  one  or two  VCDs.  The

reason  that we  sell DVDs  online is partly because of our desire

to make  an independent  distribution network  and  also in order

to make  sure that the profits go straight to the hands  of the

filmmakers,  cutting out  the middleman  as much  as possible.

70%  of the sales proceeds go to the filmmakers, and all we  take
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活 用してい くかと、我 々は常 に考え ている。 可能性 とし て、10

月23 日にこ の オ ンライ ンで、市 内 の封切 り と同時 に、 オンラ

イン販売す るという方 法を予 定してい ます。こ れか らもさ まざ

まなやり方を 考えてい きたい と思ってい ます。

ド キュメ ンタリ ー映画につい ては、 地方の 市民団体 や学校 で

興 味を持 って いる ところ が多 い。 例え ば 『シッ コ』。 こ れは 韓

国 でも非常 に関心を 集める問 題と関連 してい て、多 くの地域 で

上 映され まし た。　ド キュメ ンタリー は、 地方 の人の 関心が 高い

ので、 作品紹 介の オープ ンマ ーケット もやっ て情報を提 供し て

い ます。

社会的背 景のない ストーリ ー映画や アニ メの場合、 地域で は

あ まり上映さ れ ませ ん。 長編 のスト ーリ ー映 画や実験 映画 など

を地域で どのように するか は大 きな 課題です。 地域 にも クラブ

とかカフェ とかがた くさんあ るので、 そうい う場所で 上映し て

はとい う考え もあ る。音 楽で イ ンデ ィーズ ものが好 きな大 は、

イ ンデ ィペ ンデ ント映 画 も好 き なので は ない か と考 え られ ま

す。 各地でさ まざ まなスペ ースを利用 して上 映する というこ と

を3 年間や りまし た。 自主的 にこれ を始めて くれる 人材が育 て

ば と思っ たのですが、 なか なかそう はいか ず、事業が 滞って い

ます。

韓国 で は文 化体 育観 光省 が 映 画関 連 の政 策を 扱っ てい ます

が、ここ には視聴 覚室があっ て、そこで上 映するプ ログ ラムも、

我 々が選定 して提 言するこ とになっ てい ます。 政府 にイ ンデ ィ

ペ ンデ ント 映画を 支援する という 意志 があ るので、 通常、一 般

人は入れ ない官庁 の施設を 貸して くれてい るのです。 大統 領が

替わって、 事業が 中断する のでは ないか とい う懸念 があり まし

たが、 現在 も隔週1 回の割合 で続いてい ます。

一 共 同 体 上 映 支 援 事 業 、 政 策 関 連 事 業

地方上映 をサ ポートする ために、 ソウ ルや 各地域 で開催 され

てい る各映 画祭を､ ほ かの地方 にも広 める活動 もやってい ます。

公的 支援 を受 けてい ない彼 らに どういう サポートが 必要か と考

え た結果、 コ ンテ ンツの上 映権料 を安くする こ とが できる よう

に、2006 年 にイ ンデ ィペ ンデ ント系 パブ リ ッ クラ イブ ラリ ー

を 設 立し まし た。 2006～07 年 にかけ て60 本 ぐ らい のリ ス ト

を作 り、地 域の団 体や学校、 図書館 に貸し出 し まし た。こ のラ

イブ ラリ ーは現在で は「 ネクストプ ラス」と共 有さ れ､活動 も、

ライブラリ ーも どんどん大 きくなってい ます。

地方の上 映活動 では、 ポス ターとか宣伝が 大事で すが、 地方

の団 体はあ まり印 刷費 もあ り ませ んから、 少額です が、広 報費

を地域 の上 映会 に提 供し てい ます。 07年に は14 か所、 今年 は

15 か所に広報 費の支援 をし まし た。

for  our  handling  charge  is about  30%.  We  are  thinking  of  how

we  can  use  the  Internet  now  for  more  than  just sales. In  the

three  years  leading  up  to  2008,  we  have  worked  together  with

an  existing  online  news  magazine  to release  films  online,  films

which  have  been  seen  by  many  people.  At  the  moment,  that

project  has  been  suspended,  but  we  are  still constantly  thinking

of  how  we  can  use  the  internet. One  possibility  that we  have

scheduled  for the  23rd  of  October  is to have  simultaneous  sales

online  at the same  time  as a film is being  released  in the city. We

hope  to keep  developing  new  ideas  and  methods  in the  future.

As  for  documentary  films, there are  many  local citizens' groups

and  schools  that  have  expressed  an  interest in  them.  Take  for

example  the  film  Sicko.  The  film  deals  with  problems  that are

commanding  a very  high  level of  interest in Korea  as well, and

it was  screened  in most  areas of  the country.  Documentaries  are

of  great interest to people  in rural areas  and  we  are also holding

open  markets  to introduce  such  films and  to provide  information

about  them.  Story-driven  films  and  animations  that  have  no

social  background  are  not  often  shown  in  these  local  areas.

The  question  of  what  to do  with  long,  story-driven  films  and

experimental  films  in such  local areas  has  become  a significant

issue.  There  are plenty  of clubs  and  cafes even  in these areas, and

thus  there  have  been  thoughts  of  screening  them  in such  places.

It's also thought  that people  who  like independent  movements  in

music  might also like independent films. For three years, we have

utilized various spaces in these local areas and  screened  films.

We  hoped  to develop talented people who  would  start this work

for us independently, but it hasn't gone  that way  at all and  the

project has been  stagnating. In Korea, the Ministry of Culture,

Sports and  Tourism deals with policies regarding films, and  their

facilities have an audio-visual room  in which  the program  to be

screened  is also selected and  proposed  by us. The  government

has the desire to support independent film and  they are lending

us government  facilities which  ordinary members  of the public

cannot  normally enter. There is some  anxiety about whether this

operation may  be interrupted when  there is a presidential change,

but for now  we  are continuing  to show  films once  every two

weeks.

―  Cooperative  screening  support  operations  and

policy-related  operations

In  order  to support  screenings  in local areas, all film

festivals that are held in Seoul or elsewhere  are doing  work  to

broaden  their activities into other areas as well. As  a result of

thinking about what  kind of support might  be needed  by these

festivals, which  receive no public assistance, we  established an

entertainment  public library in 2006,  in order that they might

be  able to lower the costs for film screening rights. From  2006
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また、4 つの 地方で 年 間40 回以上 の巡 回上映 も行い まし た。

シルバ ー層な どのため、 また文化 の手の届 かない ところ、つ ま

り映画が 見たくて も映画館が ない場所 で上映 をし てい ます。

各地方 の上 映 関係者に対 する研 修事業 も行ってい ます。新 し

い 機材の扱い 方や､ 宣伝 の仕方 とかを教育 する研 修プロ グラム、

上 映活動 の人材育成 というこ とで、「 ウエルカ ム・ト ウ・マ イ・

フ ェステ ィバ ル」 という カリ キュ ラムもあ り ます。 こうい う教

育 を受け られない 人たち のために は、 機材 の扱い方 の説明、 宣

伝 の方法 などのガ イド ブッ クを配布し ます。

また、 インデ ィペ ンデ ント映画上 映推進 のため の政策 につ い

て の研究 活動は、毎 年そ の研 究を まとめた 報告書 を出してい ま

す。 年 に2 、3 回 、小 規模 ですが 、 ワー クショ ップ も 開催し て

い ます。 大規模 な、 全国 の映画上 映関係者 を対象 とする 会議 も

年 に1 回 開催し て おり、2007 年 には 日本 の コ ミュニ テ ィ シ ネ

マ 支援セ ンター の岩崎ゆう 子さん、ユ ーロ スベー スの堀越 謙三

さ んにご 参加い ただ きまし た。 今年 はイギリ スの コミュニ ティ

シネマ関係 者､ イ ンデ ィペ ンデ ント映画 関係者を 呼ぶ予定 です。

－ イ ン デ ィ ペ ン デ ン ト 映 画 専 門 上 映 館 「 イ ン デ ィ ス

ペ ー ス 」

「 インデ ィ スペ ー ス」 とい う専 門館 につ い てご 紹 介し ます。

to  2007,  we  created  a list of  about  sixty  films  which  we  lent

out  to organizations,  schools,  and  libraries in local  areas.  This

library  is now  co-owned  by  NEXT  plus, and  the  activities and

the  library itself are steadily  growing.  Posters  and  other  forms

of  advertisement  are  important  for  screening  activities in local

areas,  but  the  organizations  in  these  areas  don't  have  much  of

a  budget  for  printing  costs. So  we  furnish  the  local  screening

groups  with  some  advertising  funding,  although  it isn't much.

In  2007,  we  donated  such  funds  to 14  areas;  this year  we  have

supported  15  areas  with  advertising  funding.  We  also  carry  out

screening  tours more  than  40  times  per  year in four  areas. These

are  shown  for  the senior  population,  as  well  as  for  areas  where

modern  culture  doesn't  quite  reach  - in other  words,  for  those

who  might  not  have  access  to theaters  even  if they  want  to see

films. We  carry  out  training activities for the  people  involved  in

screening  activities in local areas. We  have  training programs  to

educate  them  on  the  ways  to use  new  machinery  and  publicity

methods,  and  we  even  have  a curriculum  called "Welcome  to My

Festival"  to foster  the  human  resources  necessary  in screening

activities. For  those  people  who  cannot  receive  such  education,

we  distribute  a guidebook  that  explains  how  to  handle  the

machinery,  publicity  methods,  and  so forth. Finally, our  research

activities  regarding  policies  for  promoting  the  screening  of

independent  films  are gathered  together  every  year  and  put  forth

60 Bunka-Cho Film Week 2008

ソ ウ ル市 内の5 つ のス クリー ンを持つ シネコ ンにあ り、こ のう

ちの1 ス クリ ー ンを 賃 貸し てい ます。 150席、 障害 者席5 席。

設備 は35 ミリ 映写 機、16 ミリ 映 写機、 また、 イ ンデ ィペ ンデ

ント 映 画はHD とか デ ジ タル なの で、デ ジタ ル映 写 機、 デ ジ

タ ル シネ マ サ ーバ ー、 デ ジ タ ルプ レ ー ヤ ー など もあ り ます。

KOFIC が 予算 を 出し、 我 々 支 援 セ ンタ ーが 運営 し てい ます。

年 間予算 は3 億9 千ウ ォン。 そ の中で 賃貸料が1 億8 千万 ウォ

ン、 事業 費1 億8 千万 ウォ ン、必 要装備 品購入費3 千万 ウォン

で す。人 件費な どは予算 に含 まれてお らず、映 画館 のチ ケット

販売 料 などの収 益を当て てい ます。 た だ、 あ まり収 益は良 くな

く、 別 途収 益事業 を行ってい ます。

我 々が上 映す る作品 は、 主 に韓 国の インデ ィペ ンデ ント 映画

で す。 製作 費が1 億ウ ォ ン以 下 の作品 を主 に上 映し てい ます。

こ れは非 公式な 基準なの ですが、 支援セ ン ターが悩 んでい るの

は、3 億、4 億 とかけ てい る映 画 に対し て は、 製 作費 の回収 ま

で は責 任が持 てない とい うこ とです。 そこで 、1 億 ウ ォンぐら

い で線引 きするこ とにし まし た。

こ の映 画館の役 割は ふたつ あ ります。 ひとつ はイ ンデ ィペン

デ ント映 画の上 映、配給 を支援 するこ とです。映 画館での上 映

と、 オンライ ンで の上映 を平行 するこ とで注目 も集めて、収 益

を上 げる というや り方 も取ってい ます。 また、 韓国には映 像メ

in  the form  of a written report. Two  or three times  a year  we  also

hold  workshops  on  the  subject,  though  they  are  small  in scale.

A  large-scale  national  conference  is held  once  a year  for those

working  in relation to film  screening;  in 2007,  we  were  honored

by  the  presence  of  Ms.  Yuko  Iwasaki  from  Japan  Community

Cinema  Center  and  Mr.  Kenzo  Horikoshi  from  Euro  Space

as  guests.  This  year  we  plan  to invite  guests  from  England's

community  cinema  and  independent  film fields.

―  Indie  Space:  A  special  theater  devoted  to

independent  film

I  would  like to introduce  a very  special  theater  called  Indie

Space.  We  have  rented  out  one  screen  in a five-screen  cinema

complex  within  the city of  Seoul.  The  theater seats 150  viewers,

including  five seats  for  disabled  viewers.  It is equipped  with

a  35mm  projector  and  a 16mm  projector,  as  well  as  a digital

projector,  a  digital cinema  server,  a  digital player  and  so  on,

since  independent  films  are  often  HD  or digital copies. KOFIC

supplies  the  budget  and  our  support  center  manages  the

operations.  The  annual  budget  is 390  million  won.  From  that

budget,  180  million  goes  to the  rent, 180  million  goes  to project

costs, and  30  million  is left for  necessary  equipment  purchases.

Labor  costs are  not  included  in the  budget  and  they  are  figured

into  the  proceedings  from  ticket sales at the  theater. However,
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ディアセ ンター とい うもの が各地 にあ り ますが、そ こに小 規模

で すが上 映館 を持っ ている とこ ろ もあ り ます。 そこ でプロ グラ

ムのコ ンサル タント も行ってい ます。映 画館とい う場を通じ て、

製作者 と観客が出 会えるよう にし たい と考えてい ます。

- 「 イ ン デ ィ ス ペ ー ス 」 の 上 映 プ ロ グ ラ ム

我 々のプロ グ ラムですが、 主に長 編を毎 月1 ～2 本公 開し て

い ます。 そ のほ かに も、KOFIC か ら「ア ートプ ラス」 のマ ー

ケティ ング支援を受 けてい る作品や、 少ない ですが 外国映 画も

上 映し ます。 より多 くの作 品に上 映のチ ャンスを与 えなけ れば

い けない とい う使命 があり、 長期 間は上映で きませ んが、 最低

2 週 間は保 証してい ます。6 週 間続 映で きる よう な映 画があ っ

たらどうし よう とか 、より多 くの 映画を上 映する ため、そ れは

諦めるべ きか、 とい ろいろ悩 み まし たが、 今のとこ ろ特 別人気

を博す 映画 はな くて、 ホッ とし てい ます （ 笑）。 2008年4 月か

らは、実験 的に1 週 間を金、 土、 月、 水は封 切り、 火、 木、 日

はかつて 上映し た映画を ムーブ オーバ ーと分けてプ ロ グラムし

てい ます。 日本で はモーニ ン グショー とか レ イト ショ ーをやっ

てい ます よね。そし てス クリー ンがふ たつ あり、 長期上 映も短

期上映 もなんで もあ りで すが、我 々は スクリ ーンがひ とつ しか

なく、賃 貸です ので、早朝 とか夜 遅い時 間に はで きない。 そこ

the  profits are  low  to the extent  that we  have  to carry  out  separate

profit-earning  businesses  to keep  afloat. The  films that we  screen

are  primarily  Korean  independent  films. We  are  mostly  showing

films  whose  production  costs fall below  100  million  won.  To  give

an  oversimplified  explanation,  the support  center's concern  is that

we  cannot  be responsible  for recovering  the production  costs for

a  film costing 300  or 400  million, so we  decided  to draw  the line

at films  costing  about  100  million. The  purpose  of  this theater  is

twofold.  On  one  hand,  it supports  the  screening  and  distribution

of  independent  films. We  can  gain  attention  by  simultaneously

screening  films  in  the  theater  as  well  as  online  and  through

this method  we  can  raise the  profits  for  a film. Also,  there  is

something  called  a film media  center  in every  area  in Korea  and

some  of  these centers, while  small  in scale, have  theaters. There

we  carry  out  program  consulting.  Through  theaters, we  wish  to

make  it possible  for filmmakers  and  audiences  to connect.

―  Indie  Space's  screening  program

Within  our  program  we  mainly  show  one  or  two  feature-

length  films  per  month.  In  addition  to  that, we  also  screen

Artplus  films from  KOFIC  that we  are doing  marketing  for and

a  small  number  of  foreign  films  as well.  Our  duty  is to give  as

many  films as possible  a chance  to be  shown,  and  while  we  can't

always  show  them  for  extended  periods,  we  guarantee  at least

で曜日を分けてやってみました。そうすると、8 週間ぐらい上

映可能のものがあり、より多くの観客に作品紹介ができるだろ

うと思いましたが、思ったほど観客が入りませんでした。

2007 年の秋、公式にこの映画館がオープンし、1 年間経ちま

したが、これまでに上映した映画は29 本です。その中で封切

りは20 本、そのうち75 ％はインディスペースだけで公開され

たものです。作品の中には劇映画やドキュメンタリー、実験長

編映画、短編アニメのオムニバス、また非正規職、派遣労働と

いった社会問題を扱った作品もありました。インディスペース

のオープニング作品は、今回の東京国際映画祭で上映されてい

ます。明日この作品をご覧になる方もいらっしゃるかと思いま

す。

重要視していることは、アジアのインディペンデント映画、

ドキュメンタリー映画を上映したいということです。また韓国

映画に大きな刺激となる海外のインディペンデント映画を紹

介したいと思います。1年にI 回ですが、ショーケース的に紹

介するプログラムもスタートしました。今年9 月には日本のド

キュメンタリーを集めた特集を行い、また、観客が映画館に行

きやすい夏場には、「インディパルペ」という企画上映を開催

しています。来年の1 月にはグリス・マルケル監督の作品を上

映する予定です。

a  two-week  run.  We  have  had  a  lot of  concerns  - such  as  the

question  of  what  we  should  do  if we  had  a film that could  run

for  six weeks;  should  we  abandon  such  a film in order  to show

the  largest possible  number  of films?  - but  for now,  luckily, we

haven't  had  any  films  popular  enough  to force  us to make  those

decisions!  (laughter)  From  April of  2008,  we  have  experimented

with  a new  divided  program  in  which  we  have  released  new

films  on  Fridays,  Saturdays,  Mondays,  and  Wednesdays  of

each  week,  and  move  currently  running  films  onto  Tuesdays,

Thursdays,  and  Sundays.  In  Japan,  there  are  morning  shows

and  late-night  shows,  aren't  there?  And  with  two  screens,  you

may  have  feature-length  films  and  shorts  and  all kinds  of  things

- but  we  only  have  the one  screen, and  it's on  lease, so  we  can't

do  early  mornings  or  late nights. That's  why  we  decided  to try

splitting the  days  up.  We  thought  that way  we  would  be  able  to

show  a film for eight weeks  and  be  able to introduce  it to a greater

audience,  but  we  haven't  had  as  large  an  audience  as  we've

hoped  for. We  formally  opened  this theater  in the  fall of  2007,

and  it's been  one  year  now  since  then,  during  which  time  we

have  shown  29  films. Of  those 29  films, 20  were  original releases

at our  theater; among  those  20,  75%  were  only  shown  at Indie

Space.  Among  the films were  narrative films  and  documentaries,

experimental  feature  films, omnibuses  of  short animations,  and

films  dealing  with  social issues  such  as dispatch  labor  and  non-
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毎 週火曜 日には、特 別プロ グラム を組んでい ます。 普通の 映

画館で は上映 されない もの、 短編アニ メー ション、実験 映画 を

紹介し てい ます。 第1 火曜 日は短編 アニメ ーショ ン。 第2 火 曜

日 は実験映 画で、 選定 は、ソ ウルの ダイエゴ ナル実験 映画ア ー

カ イブ に委託し てい ます。 また､ 第3 火曜 日は人権 運動の広場、

文化連帯 、 タイア文化 フェ スティバ ルといっ た市民団体 が持 ち

回 りで 作品 選定をし てい ます。 今、韓 国で議 論されるべ きテ ー

マ の映 画が上 映さ れ、上 映後 にはデ ィベ ート な どもあ り ます。

第4 火 曜日は、 観客が希 望する映 画を上映し ます。

- 「 イ ン デ ィ ス ペ ー ス 」 の 支 援 事 業 、 広 報 活 動

支援 事 業 とし ては、 公開 上 映 支援 プ ロ グ ラ ムが あ り ま す。

KOFIC で、 アート系 映 画の上 映 を支援 する プロ グ ラムが あ り

ますが、 そこ でもなか なか支援 され ない 作品 に対 して も我 々 は

サ ポート し ます。 我 々は 費用 を支援 する こ とはで き ませ んが、

上映 する場所 を提供 するこ とはで きます。 また、 ポ スターな ど

を印刷し て 配布する 実費な ども多 少 補助してい ます。 イ ンデ ィ

ペ ンデ ント映 画のフェ ステ ィバルや上 映会に対 する、上 映館貸

与プロ グラ ムもあり ます。

また、「INDIE  SPACE on Paper 」 と いう 月 間情 報誌 も発 行

して お り、 こ れに は監督 イ ン タビ ュ ー、 作品 情 報、 新作DVD

standard work.  The  opening  film at Indie Space  is now  being

screened at this year's Tokyo  International Film  Festival. I hope

that some  among  you  will be going to see it tomorrow. Our  focus

is a desire to screen Asia's independent films and  documentaries.

We  also  have  wished  to introduce  independent  films from

abroad  that may  have  an impact  on filmmaking  in Korea.  We

have  also started an introduction program  to showcase  films,

perhaps  only  once  a year. This  past September  we  carried a

feature on the Japanese  documentaries  we  had  gathered and, in

the summer  when  it is easier for audiences to get to the theater,

we  are holding a planned screening called "Indie Parfait." Next

January  we  have  plans  to show  a film by the director Chris

Marker.  Every  Tuesday,  we  put together a special program.  We

introduce  things that aren't shown  in regular theaters: animated

shorts, experimental  films, and  so on. The  first Tuesday  is

animated  shorts. The  second  Tuesday  is experimental film, and

the selections are committed  to the Seoul Diagonal  Experimental

Film  Archive. The  third Tuesday  of the month  we  select films

from  citizen's groups which  become  platforms for human  rights

movements,  cultural solidarity, and  queer  culture. At times we

screen films on themes  which  are currently issues in Korea, and

hold  debates after the screening. On  the fourth Tuesday, we  show

films that the audience wishes to see.

62　Bunka･Cho Film Week 2008

紹介、また我々の活動の紹介記事などが掲載されています。一

般的な広報活動として、メーリングというものがあります。商

業的な広報として行われていますが、我々も週2 回メーリング

を行っています。

私の報告は以上です。過去にはインディペンデント映画を配

給する会社は1 社だけでしたが、今は4 社に増えたということ

です。これは、我々の活動の大きな成果だと思っています。よ

り多くの観客にインディペンデント映画を見てほしいというの

が我々の願いですから、インディペンデント映画の観客と劇場

が今後も増えていけばと願っています。

―  Indie  Space's  support  and  publicity  operations

In  our  support  operations  we  have  a support  program  for

public  screenings.  KOFIC  has  a program  which  supports  the

screening  of  art-house  films,  but  we  provide  support  for  those

films  that are not  quite covered  by  them  as well. We  cannot  offer

financial  support,  but  we  can  give  them  a place  to screen  their

films.  We  can  also  assist  them  with  some  of  the costs  for  the

printing  and  distribution  of  posters  and  so  forth. We  also  have

a  program  to lend  out  screening  venues  for  independent  film

festivals. We  put  out  a monthly  informational  magazine  called

"INDIE  SPACE  on  Paper"  in which  we  run  interviews  with

directors,  information  about  films, introduction  of  new  DVDs,

and  articles related  to our  activities. For  regular  publicity,  we

have  a mailing  system.  For  industry  publicity, we  have  a mailing

list which  is sent out twice  a week.

I  have  come  to the  end  of  my  report. In  short, where  there

was  once  only  one  company  distributing independent  films, now

there  are four, which  leads  us to think  that our  activities have  had

significant  results. Our  wish,  as before,  is to have  independent

films  seen  by  even  more  people,  and  thus  we  hope  that  the

audience  for independent  films will continue  to increase.
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発表者：竜野泰一（株式会社エーシーエ設計　代表取締役副社長）

今回、私かいただきましたタイトルは「街なか映画館の再生

を考えるーリニューアル・プランのプレゼンと検証」ですが、

後ほど東北大学の堀口徹先生から具体的なリニューアル・プラ

ンについてお話をいただきますので、私は前段階として、長野

はどのような都市なのかについてお話しします。

内容は、①長野市について、②相生座について、③まちづく

りの事例紹介、④建築と環境、⑤まちの記憶についてです。

一 長野市について～概要

長野市は人口38 万の、どこにでもあるような都市です。長

野県の県庁所在地で、1998年に冬季オリンピックが開催され、

世界に名前を知られることになりました。少子高齢化が、他の

都市と同じように進行しています。面積は過去4 回の合併編入

を繰り返し、現在のような形になっています。 2005年には平

成大合併か行われ、ひとつの町と3 つの村が合併しています。

ここに人口推移の推定値を見てみると、2010年には人口の減

少が始まると予想され、20年後の2030 年には現在よりも5 万

人も人口 か 珮る と考え られ まず。 こ れは長野 に隕ったこ とでは

な く、 地方 都市 では 全国的 にそ の 傾向が 続 くと考 えら れます。

さ らに、 年 齢3 区 分 別の 人口 推 移予 測で す が、2010 年 以 降は

推測 値ですが、 老齢 人口が増 え、年 少人口 が減って いく。 1980

年、 約30 年 前 に 比べ る と、20 年 後 の2030 年 に は年 少 人口 は

半分以 下、老齢 人口が3 倍以上 になる と推測さ れてい ます。 も

う ひとつ 人口 の話で す が、1980 ～2005 年 まで の中心 市街 地の

居住 者数 の推 移 を見て みる と、長 野市 の 人口 は2005 年 を境 に

減少 に転じてい ますが、 実は 中心市街 地では既 にそ れ以 前に減

少が始 まり、2005 年 には、28 年 前の1980 年 の人口 の半 分に ま

で減 少してい ます。し かし、そ の反面、 中心市 街地 に移りたい

とい う人もいて 、郊外 や他の 都市か ら中心市街 地に移 転した 大

もい ます。 2006年 の 調査 結果 に よる と、 通勤 通学 や 普段 の買

物に便 利だ とい うのが 主な理 由です。 中心市街 地です からな ん

で も揃 う便利 なところ だとい うこ とで す。で は、なぜ 中心市街

地か ら出てい くのか。 同時期 の郊外 居住者、 もしくは 中心市街

地か ら郊外 に移った 人のア ンケートを 見ますと、まずは持ち家 、

Speaker:  Taiichi Tatsuno  (Executive Vice-president and Representative Director, ACA  Sekkei, Inc.)

―  About  Nagano  City:  An  overview

Nagano  City  has  a population  of 380,000  people  and  is a city

just  like any  other. It is home  to the prefectural  offices of Nagano

Prefecture  and  in 1998  it hosted  the  Winter  Olympic  Games,

making  its name  known  around  the world.  The  problems  of  an

aging  society  and  a low  birthrate plague  Nagano  as they  do  any

other  city in Japan.  The  area  has  undergone  four  mergers  in the

past, absorbing  different  areas  to  make  it what  it is today.  In

2005,  the  "Great  Heisei  Merger"  was  completed  and  one  town

and  three  villages  were  absorbed  into the  city. Looking  at the

estimated  values  that have  been  extrapolated  from  population

changes,  it is predicted  that the  population  will begin  to fall in

2010  and  that twenty  years  later, in  2030,  the  population  will

have  decreased  by  some  50,000  people  from  the  current  level.

This  is not  unique  to Nagano;  it is thought  that this trend  will

continue  in rural cities nationwide.  Furthermore,  the  expected

population  changes  for three main  age  groups  have  been  mapped

out  and  it is predicted  that from  2010,  the  elderly  population

will  grow  and  the  youth  population  will continue  to decrease.

When  compared  to figures from  1980,  by  2030,  Nagano's  youth

population  is expected  to drop  by  more  than  half  and  its elderly

population  is expected  to triple. While  Nagano's  population

began  to decline  in 2005,  the  city center's  population  decline

began  long  before  then. In 2005,  the  population  in the  city center

had  already  declined  to half that of the 1980  population  level for

the  same  area. On  the  other  hand,  there  are people  who  want  to

move  to the city center  and  some  people  have  already  moved  in

from  the  suburbs  and  other  cities. According  to  the results of  a

2006  survey,  the  main  reason  cited for  this was  the  convenience

for  daily  shopping  and  commuting  to work  or  school.  It was

said  that the city center  was  a convenient  place  where  everything

is located.  So  then  why  are  people  leaving?  After  looking  at

a  survey  from  the  same  period  carried  out  with  the  suburban

residents  and  those  who  had  moved  from  the  city  center  to

the  suburbs,  we  see  that  the  number  one  reason  for  them  not

choosing  the  city center  was  the  desire to own  a detached  home,

with  a garden.  Nagano  is a rural city, and  if you  just go  out  into

the  suburbs,  there's land  all over  the  place. It was  here  that the

respondents  said  that they  would  like to build  their  own  fine

homes  with  a nice environment  and, if possible, with  a garden.
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<Presentation>  Considering  the revival of theaters in our towns: Presentation  and inspection of renewal plans
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庭付 き戸建て 住宅が 欲しい とい うこ とが一番 の理由で す。地方

都市 ですか ら、 郊外 に行け ばい く らで も土地 は転がっ ている わ

けで 、で きれば自分 の家は庭付 きのい い環境 に立派 な家 を建 て

たい というこ とです。

一 中 心 市 街 地 の 概 要

長 野駅 と善光寺を 結ぶ表 参道を中心 とし たエリ ア、 こ れを 中

心市 街地 とし ます。こ の参道か ら右に入 る権堂 と呼ばれる 通り、

ここ に相生座 があ ります。こ のエリ アが繁 華街で、 周囲 に市 役

所 や県 庁 などがあ り ます。 善光寺 は皆さんご 存知 だと思い ます

が、 年間多 くの観光 客が訪 れる ところ です。 現在 の長野駅 を見

て みると、変哲 もない、顔の ない 建物で す。 地方 都市に行 けば、

どこ で もこ んな駅 になって し まっ てい る と思い ますが、長 野駅

は、1997 年、 オリ ンピ ック前 年 に 開通し た新 幹 線 のた めに 昔

の 駅が取 り壊 さ れ、 この ような形 になり まし た。 昔の駅 はどう

だったか という と、 善光寺 を模し た仏閣型 で、大変 特徴 のあ る

駅 舎でし た。 こ のように特 徴のあ る駅 とい うのは、 日本全 国と

こ ろどころ にあ るのです が、新 幹線な どの工 事で 不便だ とい わ

れ、 取り壊 される ケースが多い ようで す。

長野市 中心市 街地には 昔から たくさ ん駐 車場があ った のかと

い うと、 そうい うわけで はない、 もと は別の何か があっ た。 人

―  An  overview  of  the  city  center

The  city center  is designated  as  the  area  centered  around

Zenkoji  Omotesando,  which  connects  Nagano  Station  and

Zenkoji.  From  this approach  to the temple,  a road  called  Gondo

comes  in from  the  right  side  and  this is where  one  finds  the

Aioiza.  This  area  is the  bustling  downtown  and  the  surrounding

areas  contain  the  City  Hall  and  Prefectural  Offices.  I think  you

are  all familiar  with  Zenkoji  as every  year  it is the  destination

of  a great  number  of  tourists. If  you  look  at Nagano  Station

today,  it is just an  ordinary,  faceless  building.  I think  every  rural

city  has  a train station  just like it. But  Nagano's  station actually

took  on  this form  in 1997,  the  year  before  the  Olympics,  when

the  old  station was  torn down  in order  to open  the  area  to the

bullet  train. The  old  station had  been  a station rich in character,

designed  in the  style of  a Buddhist  temple  to  mimic  Zenkoji.

Such  characteristic stations have  existed  here  and  there in Japan,

but  it is all too  often  the  case  that they are  torn down,  said  to be

inconvenient  for the construction  of some  new  line or another.  If

you  are  wondering  whether  there were  always  so  many  parking

lots  in downtown  Nagano  City, the  answer  is of  course  no,  there

were  once  other  things  there.  People  lived  there,  shops  were

run  there, but  eventually  the shops  that no  one  visited any  more

were  shuttered  up,  torn down,  and  made  into parking  lots. There

were  once  homes  there, but  the  next  generation  wanted  wider
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が住 んでい たり、 店を開い たりして いた のですが、 結局人がこ

な くなって 店をた たみ､取り壊 されて駐 車場に なる。住宅があっ

たが 、 もっ と広い ところ がい い と、 次の 世代が郊外 に移り、 空

家 になり、 売ら れて駐車場 になる。 どん どん駐車場 だけが増 え

てい く。権 堂エリ アに も駐 車場が たくさ んあり ます。 駐車場 が

虫 食い状態 で増え てい く。 地方都 市の方 はよくお 分かりだ と思

い ますが、 東京の よう に地下鉄、 バスな どの公共交 通機関が 発

達し てい るところ では、 車がな くても どこ でも 行け ますが、 地

方 都市の場 合は､ 自 分の車が交 通手段 のすべて だったりし ます。

電 車やバ スがあっ ても､ 住 んで いる とこ ろが辺 鄙な ところ だと、

1 時間 に1 本、2 時 間に1 本 という こ とに なり ます。そ う する

と移動手段 は車 に頼らざ るを得 ない 。で すから、 長野駅周辺 で

は駐車場 はいつ も混んでい ます。 ただ、 今回対 象となる権 堂エ

リ ア、こ の周辺 にも駐車 場が虫 食い状態 でたく さんある のです

が、 実 は駐 車場へ のア クセスが悪 い。幹 線道路 も権堂エリ アだ

け ぽつ んと抜けて いて、 入り難い、 出難い のです。

一 中 心 市 街 地 活 性 化 ～ 「分 散 」 か ら 「 集 中 」 へ

次に市 街地の 再開発。地 方都市 はどこも同じ だと思い ますが、

さ まざ まな補助 金や 支援 金を得 て 再開発 事業 が進 んでい ます。

再開発 で普通 のビ ルやマ ン ションに なっ てし まうこ とが多 いの

spaces  and  moved  to the  suburbs  and  the  empty  houses  were

sold  and  made  into  parking  lots. The  only  things  increasing

are  the  parking  lots. There  are many  in the  Gondo  area  as well.

The  lots increased  until the  area  became  absolutely  riddled  with

them.  I know  that those  of  you  from  rural cities will understand,

but  while  it is possible  to get  around  without  a car  in cities like

Tokyo  that have  developed  public  transportation  in the  form  of

subways  and  buses,  in the  rural cities, your  own  car  is often the

only  available  mode  of  transport.  Even  where  there  are  trains

and  buses,  if your  home  is in an  out  of  the way  area, they  may

only  come  once  every  hour  or two.  If that's the  case, you  have

no  choice  but  to depend  on  cars as your  mode  of  transport. This

is why  the  parking  lots around  Nagano  Station  are  always  full.

However,  while  the  vicinity around  Gondo,  which  we've  been

discussing,  may  be  riddled  with  parking  lots, the  access  to the

parking  lots is terrible. The  main  roads  leave  the  Gondo  area

stranded  and  alone, and  everything  is hard  to get in to and  out  of.

―  Revitalizing  the  city  center:  From  dispersed  to

centralized

Next,  I'd like to talk about  the redevelopment  of the downtown

area. I'm  sure  all rural cities are  the  same  and  in Nagano  we

have  also received  a variety of  grants  and  financial aid packages

and  are undertaking  renovation  projects. It often  seems  the case
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ですが、古 い蔵を 商業施 設に甦らせ たとい う事例 も含 まれてい

ます。 28年 前の1980 年 に 長野市 が発 表し た都市 整備 計画、 交

通セル方式 という もので す。 私は都 市計画 が専門で はあ りませ

んので 詳し くは説明 で きませ んが、 要は、 中心市街 地をで きる

だけ歩行者 空間にし たい とい う発想 のよう です。当 然、権 堂エ

リア もこ の歩 行者空 間の中 に入 ります。 28年前 に発 表 さ れた

時の基本計 画を見 ますと権 堂の相生 座はない もの とし て考 えら

れてい るので すが （笑）、 実際 は残っ てい る ので心 配 され なく

ても大丈夫 です。そ れか ら、 トラ ンシット モー ル化、 これ は現

在も長野市 が進めてい る事業 です。先 ほ どもいっ たように、 地

方 都市は車 なしで は語 れ ない ところ があ りますが、あ えて 中心

市街地だけ は車の 数を少 なくし、歩 行者が安 心して歩 ける よう

にし まし ょうという のが、こ のト ランシット モー ル化 です。 善

光寺 表参道、 それほ ど広い 道ではあ りませ ん。 上 り1 車線、 下

り1 車線、そ の両側 にパ ーキングスペ ースがあ る ような道路 で

す。 昨年、 パ ーキ ングメ ー ターの 部分 を閉鎖 して 歩道 を広げ 、

ベ ンチや植 栽を置い たりして、 お年 寄りの 観光客が座 れる よう

にという試 みを､3 か月 間ほど試験 的にやっ てい まし た。こ れは、

長 野市として も今後進 めてい きたい事業 です。

「ト イーゴ」と「 もんぜんぷ ら座」とい う建物があ るあ たりは、

かつ て長野 市で一番 の繁華街 だっ たところ です。 もんぜん ぷら

座 は､かつ ては「ダ イエ ー」でし た。 こ れが2000 年に 閉店 して、

空 き店舗 になっ てし まっ た。勿体 ないし、 治安の 問題もあ り ま

すので、 長野市 が2002 年 に取得し て、現 在は子育 て支援 施設、

高齢者交 流施設、 市民活動 支援 施設な どの公共施 設を入 れ、 食

品 スーパ ーも誘 致し てい ます。そ の斜向か いにあ るのがト イー

ゴ で､ 現 在は放 送局 と商業 施設 になってい ますが､ 昔 は「丸光」

という地元 のデパ ートでし た。丸光 が閉店して「三越」に変 わ り、

そ のあ とは「そご う」に なり まし たが、結 局閉店、 取り壊し に

なった とこ ろで す。 昔は 大が集 まっ てい たところで すが、 車社

会 が進み、 郊外 に大 きな店 舗がで きる と、 人の足 も中心市街 地

か ら遠の き、 デパ ートも閉 鎖になっ たというこ とです。

長野市 は今 まで 分散傾向 だっ たんです ね。 郊外 に行けば、 大

きな商業 施設があ る。核 となる ショッピ ングセ ンターがで きる

と、 周 りの大 きな道路沿い に またショッピ ングセ ンターがで き

る。 店が店 を呼 ぶ形 です。こ れは どこ の地方 都市で もいえる こ

とだと思い ます。 郊外に新し くで きた ショ ッピ ングセ ンターの

近 くには、 バス も電 車も通っ てない ので、 結局車で 行くしか な

い。 しかし、 高齢化 社会が 進む中、 年をとっ た時 に車を運転 で

きますか、 という問 題に直 面する わけで、そ の時 にそういう 施

設 だけでいい のか な、とい うのが、 郊外に 住んでい る人の心 配

さ れてい るこ とだ と思い ます｡ いつ かは 高齢者 になる わけで す。

that 'renovation' just becomes  another name  for the construction

of regular old buildings and  apartment complexes,  but there are

also examples  of old warehouses  being  revived as commercial

institutes. But  first, I'd like to tell you  about  1980,  when  the

city maintenance  planners of Nagano  City revealed a plan that

included  something  called the "Traffic Cell Method."  Now,  I'm

no  specialist in city planning  so I can't explain it in detail,

but basically this seemed  to be an idea to convert as much  of

the city center as possible  into pedestrian  areas. Of  course,

the Gondo  area was  also included  in this pedestrian-centered

plan. When  looking back at the basic plans announced  twenty-

eight years ago, it is clear that they were  thinking of a Gondo

without  the Aioiza.(laughter) But  in point of fact, it still have

been  left intact, so there's no need  to feel alarmed!  From  that

idea, however,  the conversion of the area into a transit mall is

advancing  even  now  in Nagano  City. As  I said before, rural

cities can't be discussed  without mentioning  cars in the same

breath, but decreasing the number  of cars downtown  and  making

it safe for pedestrians to walk  about  is the aim  of this transit

mall. The  Zenkoji Omotesando  is not a very wide  road. It's just

wide  enough  to have  one  lane of traffic in each  direction and

parking  space on each  side of the road. Last  year we  blocked

off the parking meter  area and  widened  the sidewalks, adding

benches  and  greenery  in an attempt to give elderly tourists a

place  to sit, for  a three month  trial period.  This  is a  project that

Nagano  City  would  like to  continue  in  the  future.  The  area

where  you  find the TOiGO  and  the Monzen-plaza  buildings  was

once  the  busiest  downtown  district of  Nagano  City. Monzen-

plaza  was  once  a  Daiei  store. That  closed  down  in 2000  and

it became  a  vacant  store  lot. It was  wasteful  and  it was  also

posing  problems  for public  order. As  such,  in 2002,  Nagano  City

acquired  the  lot and  put  into  it public  facilities like a  citizen's

center,  an  elderly  exchange  center,  and  childcare  support

facilities, and  even  managed  to attract a  supermarket.  At  the

TOiGO  across  the street, there  is now  a broadcasting  office and

commercial  facilities, but  in the  past, it was  a local department

store  called  Marumitsu.  After  Marumitsu  closed  down,  it

changed  over  to a  Mitsukoshi  branch,  and  after  that a Sogo

department  store, but  at last that closed  as well  and  the  building

was  scheduled  for demolition.  It used  to be  a place  where  people

gathered,  but  as motorized  society  progressed,  large stores could

be  made  out  in the suburbs  and  people's  paths  led them  far from

the  city center, and  even  big  department  stores  began  to close

down.  Up  until now,  Nagano  City  has  had  a tendency  towards

dispersion.  If  you  go  out  into  the  suburbs,  you'll  find  large

shopping  facilities. If you  complete  just one  shopping  center  that

will  act as a core, more  and  more  shopping  centers will spring  up

nearby  along  the major  roads.  Stores  attract other  stores. I think
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そう する と、 中心市街 地に戻 った方がい いん じゃない かと、 私

は思 うわけで す。

一 相 生 座 に つ い て

相 生座 の歴史です が、明 治時代 にあ っ た建 物を、 大正 時代 に

裕福 な人 たちが買い 取り、 市民に娯楽 を とい う発想 で、 芝 居小

屋 として 利用し た のが始 まり だそうで す。2、30 年前、 娯楽 が

映 画以外 になかっ た頃 まで は、大変 賑わっ たそ うで すが､ 現 在、

こ のあた りは昼 間はほ とんど人が 集まら ない。 相生 座への アク

セスはそ れほど悪 くない んです。 中心市街 地ですか ら、駅 もあ

りますし、 駐車場 から も近い 。目 の前に権 堂アー ケード とい う

歩 行者用 道路もあ り、 高齢 者の良い 「運動場 」に なってい るそ

う です。 最近、権 堂通 りにはシ ネコンがで き まし た。 そば に地

下 駅の権 堂駅があ り ます。 でも、 長野の 人は電車 に乗って 映画

を見 にい かない んで す ね。 実際、 私 もここ か ら歩い て15 分ぐ

らいの とこ ろ に住んでい ますが、 映画を 見にい くという と車で

行ってし まう。 やはり駐 車場が必 要。 先 ほど、ト イーゴ は昔そ

ご う だっ たと話 し ました が、目 の前 に駐 車場が ある ので すが、

大 きな道路を渡 らなけ ればいけ ない、不 便だ とい うこ とで 人が

行か なくなって 潰れ まし た。こ のあ たりの話 は私の憶測 ですが、

もんぜ んぷら座 の前の ダイエ ーも、駐 車場は道 を渡ら なきゃい

this can  be  said of  any  rural city. Near  the  new  shopping  centers

in  the  suburbs,  there  are  no  bus  routes  or  train lines, so  in the

end,  there  is no  choice  but to go  by  car. However,  as our  society

continues  to age, we  are faced  with  the problem  of whether  we'll

still be  able  to drive  as we  get  older  and  I think  people  in the

suburbs  are  worrying  about  whether  they'll really  be  all right

with  just these  kinds  of  shopping  facilities available  to them.

After  all, they  too  will grow  old. And  when  they  do,  I think  it

might  just be  better to return  to the old city center.

―  About  Aioiza

The  history  of  Aioiza  is said  to be  that a  building  from  the

Meiji  period  which  was  bought  by  some  wealthy  individuals

in  the  Taisho  period.  It started  being  used  as  a playhouse  as

the  owners  imagined  that it would  provide  amusement  for  the

citizens. It thrived  up  until twenty  or thirty years  ago,  right  up

until the age  when  the only  option  for amusement  became  films.

Nowadays,  in the  daytime,  there  is almost  never  anyone  there.

That's  not  because  access  to Aioiza  is that bad, though.  Since  it

is  in the  city center, trains and  parking  lots are  never  far. Right

in  front of one's  eyes  is the pedestrian  Gondo  arcade,  which  has

apparently  become  a good  exercise  spot  for our  elderly citizens.

Recently,  a  cinema  complex  was  opened  on  Gondo  road  and

right  next  to it is a subway  stop  for  Gondo  Station. But  people
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け ない 、し かも 立体駐車場 で入 れるのが面 倒臭い、それで 閉鎖。

や はり運転し てい る人に とっ て、駐 車場 は隣にない とダメ なん

で すね。ち ょっ とで も歩 く距離があ ると面 倒臭い。 という わけ

で、 相生座 も近 くに小さ な駐 車場が たく さんある んですが、 な

か なか客足 が遠のい てし まうとい うことで す。 こ のシ ネコ ンは

隣 に大 きな駐車場 があり ます。し かも幹線 道路 に面し てい ます

か ら入りや すい とい うこ とで、恵 まれた 立地だ と思い ます。し

かし、 こ れは郊外型 、車社会 の象徴型 だと思い ます。

一 再 生 事 例 「 ぱ て い お 大 門　 蔵 楽 庭 」

「 ぱて ぃお 大門」 とい う のは古 い蔵 を再 生し た施設 です。 こ

の周辺 は、 善光寺 表参道 ならで はの、蔵 作りの 商家が まだ残っ

てい ます。 善光寺 に 近いエ リ アで は、 昔 の建物 を再 生し たり、

昔のデ ザイ ンを取 り入 れたりし て、 まちづ くり に活かしてい る

例が少 なくあ りません。 こういっ た感じ で、昔 の良さを表 現さ

れてい るのが、 善光寺か ら少し下 ったあ たりの 大門と呼 ばれて

い るエリ アです。「ぱてぃお 大門」 は､ 実は朽 ち果て た土蔵だっ

たんで すね。ボロ ボロ だっ た土蔵 にちょっ と手 を加え ただけで、

綺麗 な商業施 設として 再生さ れたのです。 今、飲 食店が多 いで

すね。 土蔵作 りを活かし た店作 りをしてい ます。

in  Nagano  don't  get  on  a train to go  see  a film. In  fact, I myself

live  just fifteen minutes  from  the  area and  I still go  to the  theater

by  car. It seems  parking  lots are  essential  after all. I mentioned

before  that  TOiGO  was  once  a  Sogo  department  store. Well,

right  across  from  it was  a parking  lot, but  one  would  have  to

cross  a  large  road  to get  to  it and  the  people,  saying  that this

was  too  inconvenient,  stopped  going  there  and  it went  bankrupt.

Now,  I am  just speculating,  but  I'd guess  that because  the Daiei

that  was  there  before  Monzen-plaza  also  made  it necessary  to

cross  the  road  to get  to  a parking  lot, (one  of  those  endlessly

tiresome  multi-story  car  parks)  the  store went  under.  For  people

who  drive, they  really won't  accept  anything  less than  a parking

lot  right next  to the  store. If they  have  to walk  even  a little, it's

too  much  bother.  This  leads  me  to point  out  the  fact that while

Aioiza  has  any  number  of small  parking  lots in the area, they  all

require  the guests  to do  quite a bit of walking.  The  new  cineplex

has  a big  parking  lot right next  to it. Not  only  that, but  it faces

right  out  onto  a major  road  so it's easy  to access  and  is in a truly

advantageous  location.  This  is the  way  of  the suburbs;  this is a

symbol  of  motorized  society.

―  Examples  of  regeneration:  Patio  Daimon

Zorakutei

Patio  Daimon  is a  facility that resuscitated  an  area  of  old
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一 建 築 と 環 境 ～ 「作 る 」 か ら 「使 う 」 へ

建 築と環境 というこ とで少しお 話しし ますが 、ス クラップ＆

ビ ルド、 造っ ち や壊し、 造っ ちや壊し という のは、 もう 止め に

し まし ょうとい うの が、 私か建 築を やっ てい て思 うこ とで す。

建築 資源の スト ッ ク3 割が建 築として蓄 積さ れている とい われ

てい ます。 そ れを造っ ちや壊 し､ 造っ ち や壊 しとやっ ている と、

資源 の無 駄 になるとい うこ とで す。既 に鉄骨造 でいえ ば、 日本

で1 億5 千万ト ン、 といっ て もピ ンとこ ない と思い ますが、そ

うい う恐 ろしい 量の鉄骨 が蓄積 されてい る わけ です。 木造 もそ

うで すね。 木造 住宅いろい ろあ り ますが 、全森 林の木造 総量の

18％が住宅 などに 使われてい るとい うこ とで す汀 都市鉱 山」［都

市森 林］とい われる所以 です。当 然産業 廃棄物 にも、建 築か ら

出る ものが多 いで す。 1/3とまで はいい ませ んが、I/4、I/5 ぐ

らい は建 築が占 めてい る。 100年 建築 といい ますが 、経 済的 な

理由で壊 さ れる 建物が たくさ んあ り ます。 先ほ どの「 ぱて いお

大門」 も下手 すれば壊 されて駐 車場に なってい たか もし れ ない

し、 再開発 のつ まら ない 建物 になっ て た可 能性 もあ り ますが 、

工夫 次第でそ れを活か すこ とがで きる とい うこ とで す。

一 建 築 は ま ち の 記 憶 装 置

最後 に、「 まちの 記憶」 とい うこ とで すが、 最近、 まちを歩

い ていて もあ まり 「長 野らし さ」 を感じ な くなっ たんで す ね。

冒頭で 紹介し た駅 もそうです。 昔は 仏閣型で、 私も学 生時代 に

帰 省して 駅 を見る と、あ あ帰 って きた なと思 った もので すが、

今 は全 然顔 のない駅 になってし まっ た。 長野駅 前 も、 どこの 地

方 都市にもあ るよう な風景で す。中心 市街地 も、繁華 街の裏 は

空 地 になっ てし まっ てい る。 数年 前 まで は ホテ ルや 映 画館 が

あっ たところ が空地 になって、 駐車場 にも ならないで 草ぽう ぼ

う になってい ます。 本当にこ れが中心 市街地か と思い ます。駐

車 場 にな れば ま た利用 価 値 もあ り ます が、 原っ ぱに なっ てし

まっ ている。 使い捨 てもいい ところ だと思い ます。今、 ある も

の を使うとい うこ とが大切で すね。素 晴らしい 映画 とい うの も

た くさん蓄積 されてい る と思 うんで すね。 ただ、私 もそうで す

が､ 見る 機会が ない。 ぜひ皆 さん、映画 関係 者の方 たちなので 、

期待し たい ところ で す。

「相 生座 」も で きた当時 はア ー ルデ コ調 のかっ こい いビ ルで

し た。 今はそ の良さ は分かり ませんが 、 きっ とメ ンテ ナン スを

す れば立派 な映画館 が甦る と思い ます。 古い ものにこそ 記憶が

残 る。 とい うことで、 地方都 市は、先 ほどか ら繰り返し てい ま

すが、 どこ も同じ ような風景 になって いる と思 い ます。 勿体 な

い なと思うの は､その まちが長い年 月をかけ て蓄積し てき た「 ま

ち の記憶」が 、古い ものを取 り壊すこ とに よっ て失 われてし ま
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storehouses. In this area, except for on Zenkoji  Omotesando,

there are many  old, storehouse-style mercantile homes.  In the

area around Zenkoji Temple, there are more  than a few examples

of community  development  projects resuscitating old buildings

and  making  use of old styles. This  style expresses the value of

the old in the area called Daimon,  just a short way  down  from

Zenkoji  Temple. Patio Daimon  was  actually a traditional earthen

storehouse  that had  fallen into ruin. The  crumbling  storehouse

was  given  a little attention and  in no  time  it was  reborn into

a lovely shopping  facility. Now  there are a great number  of

restaurants that are being  set up there. Shops  are opening  by

resuscitating the old earthen storehouses.

―  Construction  and  the  environment:  From

'making'  to  'using'

I'd like to talk just a bit about  construction  and  the

environment.  I feel a lot of construction these days is what  we

call "scrap and  build"; things are built up only to be torn down

and  then built up again only to be torn down  again. That  is what

I would  like to stop. It's said that 30%  of the stock of building

resources  is accumulated  in the form  of actual construction.

Those  buildings are then built up and  torn down,  built up and

torn down,  until it becomes  a complete  waste  of resources. As

for steel construction, Japan has accumulated  150  million tons of

steel frames,  a terrifying sum  that is almost  impossible  to grasp.

Wood  is just as bad. There  are  a great number  of wooden  houses

and  18%  of  the wood  from  all of the forests in Japan  is used  for

homes  and  other buildings.  This  is why  we  have  the terms  "urban

mine"  and  "urban  forest." Of  course,  this type  of  construction

also  contributes  greatly  to industrial  waste  as well.  I can't  say

it goes  as  far  as one  third, but  construction  is responsible  for

anywhere  from  one  fifth to one  quarter  of  all industrial  waste.

We  say  that things  are  built to last a hundred  years, but  there  are

many  buildings  that are  destroyed  long  before  that for  various

economic  reasons.  In the  worst  case  scenario,  the  place  we  were

just  talking about,  Patio  Daimon,  would  have  been  destroyed  to

put  in a parking  lot or  redeveloped  into some  boring  building.

It's up  to the imagination  of  the individual  to best put a place like

that  to optimum  use.

―  The  architecture  of  a  town  contains  its

memories

Lastly,  I'd  like to speak  about  the  memories  of  a town.  It

seems  that  even  if you  get  out  of  your  car  and  walk  around

town,  you  don't  get  that feeling  of  old  Nagano  any  more.  The

new  station  that I mentioned  at the  beginning  of  this speech

captures  this sentiment  perfectly. In  the  old  days,  back  when  I

was  just a university  student  returning  home  for  the  holidays,
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うということです。なんでも残せといってるわけではなく、そ

のまちを象徴しているものが絶対あるのです、そういうものを

残してほしいと思います。私は建築屋ですからいうわけではな

いですが、建築はまちの記憶装置だと思います。相生座は権堂

という地に存在し続けることによって、まちの歴史を語る記憶

装置になるのではないかと思います。

最後 に今日､ 私か お話しし たこ とを3 つに まとめて みました。

「分 散」か ら「 集中」 へ、 とい うこ とで、長 野市 の 都市計 画を

含め、 中心 市街 地の 活性化 とい うこ と をお 話し し まし た。「造

る」 から「使 う」 とい うこ とで、 建築 と環境、 造っ ち や壊 しの

世 界で はない です よ、 とい うお 話 をし まし た。 そ れか ら最後、

「 まちの記憶－ ものか ら機能へ 」。 た だそ こにい るだけ、 使う だ

け とい うこ とだけで はなく、 記憶装 置として の建築 というこ と

をお 考えい ただけ れば と思い ます。

I  would  see  the  station  in  its temple-like  garb  and  think,  "Ah,

now  I'm  really home."  Now  it's just another  faceless  station. In

front  of  Nagano  Station,  as  well,  the  scenery  has  become  the

same  as any  other  rural city. And  in the city center, the  area  just

beyond  the downtown  district is full of  vacant  lots. Areas  where

there  were  hotels  and  theaters  just a  few  years  ago  are  now

empty,  not  even  made  into  parking  lots, but  left to be  covered

with  weeds.  It makes  one  wonder  if this is really the  center  of

the  city. If  these  lots were  made  into  parking  spaces,  at least

there  would  be  some  value  to  them,  but  they  are  just empty

fields  now.  It has  become  a disposable  place.  These  days  it's

important  not  to be  wasteful,  isn't it? I think  there  are  also  a

great  number  of  admirable  films  being  released.  But,  if you're

like  me,  maybe  you  won't  have  a chance  to see  them.  I hope  that

all of  you  who  work  in the  film industry  can  have  something  to

look  forward.  In the  age  of  art deco,  when  Aioiza  was  built, it

was  considered  a very  cool  building.  Now  it's difficult for  us to

understand  that attractiveness, but  with  a bit of maintenance,  I'm

sure  it will make  a fine theater. Old  things  have  a special  hold

on  our  memories.  Even  so, as I've repeated  many  times  now,  all

rural  cities are  beginning  to look  the  same.  What  I really think

is a  shame  is that  the  town's  memories,  that have  been  built

up  over  so  many  months  and  years,  are  being  torn  down  and

disappearing  along  with  the old  things. I'm  not  saying  we  should
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keep  everything, but I'm  certain every city has those things that

have  become  their symbols  and  I hope  that those, at least, can

be  kept unharmed.  I'm  not saying this because I'm  an architect,

but because I truly believe that buildings hold the memories  of a

town.  By  Aioiza continuing to exist in the Gondo  area, I hope  it

will become  a form  of memory  preservation that will be able to

tell the history of the town.

Finally, I have tried to summarize  my  talk today in three parts.

I spoke  of moving  from  dispersed  to centralized, including

the city planning  for Nagano  City and  the revitalization of the

city center. I spoke  of moving  from  making  to using, about

building and  the environment,  and  about my  hopes  for a world

without a 'scrap and  build' mentality. And  I spoke  lastly of how

the elements  of a town's  memories  can  be  transformed  into

possibilities. I hope  you  don't see buildings as simply  objects

that are to be used, but as vessels which  contain and  preserve

memories.
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発表者：堀口 徹（東北大学大学院 都市・建築学専攻 助教）

一 映 画 脈 を は ぐ く む 場

「街 なか映 画館 の再生 を 考えるー リ ニュ ーア ル・プ ラ ンのプ

レゼ ンと検証」 となってい ますが、 検証 というの は自作 自演で

苦しい ので、 プレ ゼ ンテ ーショ ンだけ を させて いた だ きます。

今回 のプレ ゼ ンテー ションは長野 の映画館 から 依頼さ れてやっ

ている のではな く、 いって みればお 節介 というか、 再生プ ラ ン

のモデ ルを考え るにあ たり具体的 な物件 を取り上げ た ケースス

タデ ィとし て行い たい とい うこ とがあり、 対象地 として 長野の

映画館を 取り上げ させてい ただいてい る とい うこ とで す｡ また、

8 月 に仙台で全 国コ ミュニ ティ シネマ 会議があ り、 実はそ こで

も同じ計 画につい て発表 させてい ただ きました。 今回のプ レゼ

ンテ ーション も内容はあ まり変 わっ てい ませんが、 スライドの

順番を 入れ替えるこ とで説明 の組 み立てを再構 成してい ます。

僕 は普段 、建 築や都市 のデザ インをし てい ます。 とはい って

も、建物 の設計そ のも のという よりは、 建築家が 仕事を始 める

前の 条件作り、プロ ジェ クトの 立ち上げ など に興 味があ り、そ

のあ たりのこ とを中心 に仕事をし てい ます。 プロ ジェ クト を立

ち上げ る時に、常 々、 コンセプト という かキ ーワードを 考え ま

す。8 月のプレ ゼ ンの時は 「映画 脈」 という キーワ ード を提示

させてい ただ きました。 ちょっ と気取っ てヨコ モジにして みる

と「Cinema Range 」。「脈」 にはい ろい ろ な訳し 方 があ り ます

が、こ の言葉 に行 き着 きまし た。 今回、提 示させ てい ただくプ

ラン は「相生座 再生計 画」で もいい ので すが、 もう少し一 般化

可能 なプ ロ ジェ クト として 考 える た めに も「長 野 シ ネマレ ン

ジ・プ ロ ジェ クト」 と命名 し てみ まし た。「脈」 とい う言 葉か

ら は、 山脈、 地 脈、 水 脈、 人 脈 と、そ れこ そ 脈 々 と出 て き ま

す。「映 画脈」 は僕の造語 ですが、「映画」 と「 脈」とつ なげた

時に、い ろいろ と考え るべ き問 題がつ ながってい くので はない

かと思っ てい ます。 一方 で「 脈」の訳語 としてあて た「Range 」

という 言葉か らもいろい ろな キーワ ード を紐解 くことがで きま

す。（活 動、 知識 の） 範 囲、（動物 の） 分 布範 囲、生 息地、（ ミ

サイ ルの）射 程距 離、（ 本などの）並 び、品揃 え、さら には（料

理用の ）レ ンジみたい に少し ズレ た言葉 もあ り ますが､ あ とは、

カメ ラと被写体 との距 離、とか いろいろあ り ます。 こ れからお

話しす るプ レ ゼンの中で､ 直接的 間接的 に､こ の言葉が キーワ ー

ドに なれば と思っ てい ます。

映 画と地域 の問題は、 全国 コミュニ ティ シネマ 会議や 今回の

会議で もテ ーマ にされてい ます。映 画には､映 画の流通 のロ ジ ツ

―  Locations  that  can  quicken  the  pulse  of  the

"Cinema  Range"

The  title of  this presentation  is "Considering  the  revival  of

theaters  in our  towns:  Presentation  and  inspection  of  renewal

plans,"  but  an  inspection  of  my  own  work  would  be  quite  a

painful  charade,  so  I hope  you'll  forgive  me  for  just giving

a  presentation.  The  subject  of  this presentation  did  not  come

about  because  of  a request  from  the  theater  that we  focus  on,

but  rather  we,  wishing  to carry  out  a case  study  with  an  actual

property  which  could  be  subject  to our  restoration  plans, picked

this Nagano  theater as our  target. We  hope  it will not  be  a burden

on  them.  There  was  the  National  Conference  of  Community

Cinemas  in August  and  we  made  a presentation  on  this plan  at

that meeting.  The  content  of the presentation  hasn't  been  changed

much,  but  we  have  reorganized  this explanation  and  changed  the

order  of  the slides. I usually  do  designs  for  buildings  and  cities.

That  being  said, more  so  than  the  actual  design  of  a building

and  before  even  beginning  any  work,  an  architect considers  the

conditions  surrounding  their project  and  begins  work  based  upon

whether  or not there is any  interest in the project. When  we  begin

a  project, we  usually  think  of  a sort of  keyword,  which  we  call a

concept.  In  our  August  presentation,  we  suggested  the Japanese
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Speaker:  Torn Horiguchi (Assisting Professor in Architecture, Tohoku  University Graduate  School)

keyword,  'eigamyaku.'  We  took  some  liberties and  subtitled  this

in  English  as "Cinema  Range."  There  are many  ways  to translate

'myaku,'  but  we  decided  upon  the word  "range."  For  a name  for

the  current  plan,  we  might  have  simply  suggested  the  "Aioiza

Restoration  Plan,"  but  as  we  think  it can  become  a  broader

project, we  have  dubbed  it the  "Nagano  Cinema  Range  Project."

The  word  myaku  appears  in  many  other  words,  including

'sanmyaku'  (mountain  range),  'chimyaku'  (earth  history),

'suimyaku'  (waterway),  'jinmyaku'  (personal  connections),  and

many  other  myaku's.  Eigamyaku  is my  own,  original phrase,  but

I  thought  that connecting  the words  for film and  range  would  lead

to various  questions  which  need  to be  considered.  On  the  other

hand,  the  translation  of  myaku  as 'range'  also  unravels  several

key  ideas.  The  range  of  one's  activities or  knowledge;  a  range

where  animals  graze;  range  in the  sense  of a habitat; the range  of

missiles  and  other  weapons;  a range  of  trees or  woods;  the  range

of  a product  line; even  slightly offbeat ideas like a stovetop  range

or  the range  between  a camera  and  its subject, or any  number  of

things  might  come  to mind.  With  my  presentation  today,  I hope

the  significance  of this keyword  will become  clear to you  all. The

problem  of film and  local areas  is our  theme  both  at the National

Conference  of  Community  Cinema  and  at this convention.  Films
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クがあ り ます。 た だし、 こ れはそれぞ れの地域 の特性 をあ まり

重視し てこ なかっ たように思 えます。 地域が 見たい映 画、あ る

い は地域に 見せたい 映画 といっ た配 慮なし に、 全国的 に均 質 な

映 画を流通 させて きたので はないでし ょうか。 一方 の地域 はと

いう と、映 画業界 に対 して常 に受け 身に回 らざるを得 ない状 況

を甘 んじて受 け入 れて きた責 任があ ります。 商業的 な映画を 見

るこ とを良し とし て、 かつて は身近 にあ っ たはずの地 域映 画館

を顧みず、 ショ ッピ ン グモールに組 み込 まれた映画館 を受け 入

れて きたのです。こ ういっ た状況 は「映画 脈」 か らはほど遠 い

状 況で す。「映 画脈 」は 映画 と地域 がお 互い にひ だを作 って 交

わっ てい くという か歩み 寄るこ とで 作ら れる状況 なのだ と思い

ます。こ れは映画 だけ で も作 れないし､ 地域だけで も作 れない。

映画の側 からの 自助努力 とし ては、 上映や 鑑賞の ための環境 を

更新 するこ とや、（先は どの 韓国 の話 にもあ り まし た が） 人材

や組織 の育 成 とい う問題 もあり ます。映 画だけで はなく、 映画

を取り 巻く批評や アート といっ た文化をト ー タルに供給す る仕

組みの構 築とい う課題 もあり ます。 特色あ るプロ グラ ムを 観客

に届け てい くとい う課題 もあ り ます｡ 逆に地域 の側か らすれば、

どこ にでもある シ ネコ ンでは なく（ シネコンに も固有性 もある

と思い ますが… ）映画館 その ものや映 画館 が立 地する近 隣を含

めた場 所の固有性 を尊重 してい くこ と。 鑑賞の前 後を含 めた時

have  their own  sort of thinking  in terms  of  circulation. However

it's fair to say  that this 'logic' hasn't  yet  evolved  far enough  to

take  into account  the  special  characteristics  of  each  local  area.

Rather  than considering  what  films the people  in a certain region

wish  to  see,  or  what  films  you  want  to  show  them,  haven't

things  just  plodded  along  clumsily  by  distributing  the  same

films  nationwide?  On  the  other  hand,  these  local areas  also hold

some  responsibility  for  just lying  down  and  passively  taking

whatever  the film industry  chooses  to dish out  to them.  Happy  to

see  commercial  films, they  have  accepted  the  new  cinemas  that

have  been  included  in shopping  malls, never  sparing  a glance  for

the  local theaters  that I expect  were  once  familiar  to them.  This

situation is quite  far from  what  we  hope  to call "Cinema  Range."

We  think  "Cinema  Range"  is a situation which  is made  by  films

and  local  areas  meeting  halfway  and  making  and  exchanging

small  steps. This  can't be  done  just from  the films' side, nor  can

it be  done  just by  the  local  regions.  What  the film  side  can  do

to  help  itself is to  revitalize the  environment  for  screening  and

appreciation  of  films, and  deal with  the  problems  of  promoting

the  human  resources  and  organizations  that are  needed  to do

this (as  mentioned  in the  previous  talk regarding  Korea).  And

it's not  just the  films;  creating  an  organization  that can  cater

to the  culture  surrounding  film, including  art and  criticism,  is

another  challenge.  There  is also the  issue  of  delivering  unique

ｱO　Bunka-Cho Film Week 2008

間の 演出、あ るい は商店街 や通行 人との接 触面を作っ ていくこ

と などが あげ ら れます。「映 画脈」 を作 る方 法はい ろいろ あ り

ます。

一 長 野 の 市 街 地 ～ 「 光 」 の 軸 と 「色 」 の 軸

前置 きが長 く なりまし たが、ここ で相生座 再生 のための ケー

ススタデ ィについて お話し させてい ただ きます。相 生座 とい う

の は正確 にい う と、 ひ とつ の建物 の中 に「相生座 」、「ロ キシー

1」、「ロ キシ ー2 」 という3 つの 映画館が 入ってい ます。

相生座 の建 物 は建 設年 不明、恐 らく昭和6 年頃 とい われてい

ます。 さ らに相 生 座の 歴 史を 昔に さか のぼ り ます と、明 治25

年 は相生座 では なく千歳座 と呼 ばれる芝 居小屋で、 この 頃は違

う 建物でし た。歴 史の紐 を解く とどう も一 度焼失し たあ とに建

て 直し たのが現 在の建物 に至っ ている ようです。こ の映 画館 の

隣、 同一 敷地 には「長野 倶楽部」 というレ スト ランとい うか社

交 場 があ り まし た。 さ らに そ の周 囲に は料 亭 もた くさ んあ っ

たようで、「長野 の政治 は権 堂で決 まる 」とい われた ようです。

相 生座が 立地す る権 堂という場 所は、 長野に とっ て非常 に重要

な場所 だっ たの です。

長野駅 から 善光寺 に至 る参 道の中ほ どに権 堂があり ます。 権

堂を抜け た先 に遊郭地帯 があり ました。善 光寺 に至る 参道か ら、

and  unconventional  material  to the audience.  On  the  other  hand,

the  local  areas  need  to foster  a growing  respect  for the  unique

characteristics  of  theaters  themselves  and  the  neighborhoods

where  they  are  located,  and  not  just the  cinema  complexes  (not

that  they don't  have  their own  characteristics). They  can  increase

the  opportunities  for  contact  between  the  downtown  and  the

passers-by,  and  come  up  with  methods  to include  people  in the

times  that come  both  before  and  after appreciation.  There  are

many  ways  to make  "Cinema  Range."

―  Nagano's  urban  areas:  An  intersection  of  light

and  color

I'm  afraid  my  introduction  has  grown  quite  long,  but  now  I

would  like to talk about  our  case  study  of  the  revitalization of

Aioiza.  In fact, if we  are to speak  accurately, when  we  say  Aioiza

we  are  actually  speaking  of  the  three  theaters  that  share  that

building:  Aioiza,  Roxy  1, and  Roxy  2. It's unclear  when  exactly

the  Aioiza  building  was  erected, but  it's said  to have  been  1931.

If  we  go  back  even  further into the history of  Aioiza, there was  a

different  building  there in 1892  that served  as a theater, known  as

the  Chitoseza.  If you  can  untangle  the  knotty  threads  of  history,

it appears  that the  Aioiza  building  reached  its current  form  after

that  building  was  destroyed  by  a fire. Next  to this theater, on  the

same  plot  of  land, there  was  the  "Nagano  Clubhouse,"  which
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都市 の欲望 を外 に出そ うとし たのが権 堂地区で、 遊郭 はさ らに

そ のまた外 に追いや られてい たのです。 相生座 が位置し てい る

の は、 まさ にこ の表参 道か ら遊郭へ向 かう都市 軸でし た。 近代

以 降の長野市 の再開発事業 は、駅と 善光寺を結 ぶ参道 と、県庁 、

市役 所を結 ぶ道路の交 差点を 中心に行 われて きまし た。 駅か ら

善 光寺への 参道の中点 付近 には冬季 オリ ンピ ックの 表彰会場 も

あ り ますので、 いって みれば 象徴的 な都市軸、 光あ るい は祈 り

の 軸、を 強化し てい る とい えます。 一 方、 相 生座 のあ たり は、

今で こそ遊 郭は現存し ませ んが、表参 道か ら1 本2 本入る と風

俗 歓楽街があ り ます。 これ は、 潜在的 な都市 軸、艶あ るい は欲

望、 遊びの 軸ととらえ ること もで きます。

長野は、 行政主導で 再開発 事業を 行う前 は、 善光寺 と駅が乖

離し た状態 でした。 善光寺 にくる観光 客はバ スで きますが、 な

んと裏口か ら入り ます。駐 車場が寺 の裏 にあ るか らです。そし

て悲 しいこ とに、長 野は単 体での 観光拠点 となり得 ていない ら

し く、他所 と抱 き合 わせに なってい ます。 観光客 は、 長野 市に

長 く滞在し ませ ん。 善光寺 裏の駐 車場 に停 められ たバスか ら降

りた観光 客は30 分 程度の 自由時 間を与え られて、 に の短 時間

に歩いてい ける のはせいぜ いあの 有名 な七 昧唐辛 子屋ぐ らいで

すから） みんな 同じ七味唐 辛子 を買 って バスに乗 り込 んで次の

場 所に 移動する。 善光寺が 孤立し てい たのです。 もう 少し 市内

one  might  have  called  a restaurant  or a social club. And  it seems

that  there  were  heaps  of  traditional Japanese  restaurants  in the

area  - an  area about  which  there was  once  the  saying,  "Nagano's

politics are  decided  at the  Gondo."  The  Gondo  area, where  the

Aioiza  is located,  was  once  an  incredibly  important  area  for

Nagano.  Gondo  is in  the  middle  of  the  road  that approaches

Zenkoji  temple  from  Nagano  Station.  Just  outside  of  Gondo

you  would  have  found  the  red-light  district. The  attractions and

enticements  of  the  city were  pushed  off  of the  path  to Zenkoji

and  into Gondo,  and  then  the  red-light  district was  chased  out

even  further, outside  of  Gondo.  The  location  of  Aioiza  puts  it

right  on  an  axis, facing  away  from  Omotesando,  which  goes

towards  the  temple,  straight  into the  red-light  district. In  recent

times,  Nagano  City's  urban  renewal  projects  have  been  centered

on  the road  connecting  the  station and  Zenkoji,  and  the roads  and

intersections  connecting  the  prefectural  offices and  the  city hall.

Near  the midpoint  of the road  leading  from  the station to Zenkoji

is a  commemorative  hall for  the  Winter  Olympics.  You  could

say  that they  were  strengthening  a symbolic  urban  axis, an  axis

of  light and  prayer. On  the  other  hand,  while  there is no  longer

a  red-light district around  Aioiza,  if you  go  one  or  two  streets in

from  Omotesando,  you  will find soaplands,  the  modern  bathing

brothels  that have  flourished  in place  of  an established  red-light

district. This  could  be  perceived  as another  potential urban  axis:

を 人が歩け るよう にと、行政 は駅 と善光寺 をつ なぐ参 道に商業

施 設を作り始 めた という わけ なので す。ところ が参道 に沿っ た

線的 な開発 だけで は面的 な広 がり も、 奥行 きもな くて 面白 くな

い。 行って きた道 を戻 る だけ ですか ら、回遊性 が ちっ とも上 が

ら ない 。都 市に面的 な回遊性 を持 たせるに は、 もう ひとつの 都

市 軸が必要 だと思い ます。長 野市が、 象徴的 な軸線 の整備を 率

先し て行っ て きた のだとす ると、 もうひ とつ の潜在的 な軸線 の

整備 は、民 間発意で 、行政 などがそ れを助 成する形で やれる と

いい と思い ます。そ ういっ た文脈 を考える と、 権 堂は可能性 を

秘 めた軸 といえるし 、そ の権堂 商店 街の中心 に位 置する相生 座

の 役割 とい う の も自 ず と見 えて くる よ うな気 が して い るの で

す。

一 相 生 座 の 現 況

ここで相 生座 の現況を もう少し 詳細に見 てい きます。商 店街

に立って撮 影し た写真を 見てい ただくと、左 手は 表参道、 右手

が 昔、遊 郭があっ た方で す。 商店街 はア ーケード になってい ま

す。 その アー ケード と接す るよう に､映 画館の 敷地があ ります。

映画館 は少し奥 まった とこ ろにあ り、映 画館と アーケ ード の間

には広場 がある とい う、希 少なロケ ーショ ンで す。 今の 建物は、

都市計 画的 に は商業地域で す。実はこ の映画館 は木造な のです。

one  of fascination  and  desires, an  entertainment  axis. In Nagano,

before  urban  renewal  projects were  started through  governmental

initiatives, Zenkoji  and  the  station  were  effectively  estranged.

Tourists  visiting Zenkoji  would  either  get there  by  bus  or  enter

through  the  back  gate. The  parking  lot is behind  the  temple,

after all. Nagano  was  not  able  to gain  the  prestige  of  being  a

place  worthy  of  visiting on  its own  - it was  only  one  brief  stop,

lumped  in with  other  tourist destinations  to make  it worth  your

time.  Tourists  did  not  stay  long  in Nagano  City. Those  tourists

who  got  off  the  buses  parked  in the  lots behind  Zenkoji  were

given  thirty minutes  of  free time  (a time  so  brief that just about

the  only  place  you  could  reach  would  be  the famous  spice  shop)

and  then  everyone  would  clamber  back  onto  the  bus, clutching

their spices, and  move  on  to the next  place. Zenkoji  was  isolated.

In  the hopes  that more  people  would  be  able  to walk  around  in

the  city, the  administration  began  to make  commercial  facilities

along  the  road  connecting  the  station and  Zenkoji.  However,  it

was  just one  thin line of  development,  following  the road  - it had

no  expanse,  no  depth,  no  points  of  interest. Simply  returning  by

the  same  road  you  came  up  on  held  not  an  ounce  of  appeal  to

make  it worth  a round  trip. In order  to make  the whole  city worth

a  round-trip,  I believe  that another  urban  axis  is necessary.  If

we  assume  that Nagano  City  has  taken  the  initiative and  carried

out  the  outfitting of  the symbolic  axis of  Nagano,  I think  that it
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築年 数は不明。 先は どもいい ましたが恐 らく昭 和初期 の建 物で

す。「相 生座」 は176 席、2 階席 もあ ります。「ロ キ シー1 」 は、

洋画 を上映す るために､「相生 座」を真 二つ にし て作 られ まし た。

264 席あ り ます。「ロ キ シー2 」 は 増築 で す。 72席 で す。 今 は

この3 つ でやっ てい ます。所 有者は、映 画館 だけでは なく、事

務所 十倉庫棟、 ア ーケードに接 する2 階建ての テナ ント棟 、さ

らに は手前にあ る小さ な蕎麦屋棟 も所有し てい ます。

長 野に何 度か行って、 若手歴 史研究家 の小林 竜太郎 君（長 野

の歴 史をずっ と調べてい るだけ では なく、木造 映画館 にも興味

を持っ て調べ ている） にヒアリ ン グをし たので すが、 今、 日 本

全国 に 木造映 画館 は20 館 しか 残っ てい ない とのこ とで す。上

田 の映 劇が2011 年 に 閉館予 定 という こ とでさ ら に1 件減 り ま

す。 また、こ のリ スト の中に は成人映 画館 もい くつか 含ま れて

いる ので、誰 でも気軽 に入 れるところ となる と十数件し かない

こ とになり ます。 木造映 画館 は絶滅危惧種 です。

今 回のケ ースス タデ ィでは、 相生座 の敷地 に建つす べての建

物を対 象とし ました。敷地 の中に入っ てみ ます。事 務所棟で す。

相生座 にく る映画フ ァンの方 々は、映 画を見終 わる と事務所 に

立 ち寄って 談話をす るこ ともあ るそ うですが、 せっか くその よ

う な交流の場 にも なっ ている のにお 世辞に も魅力的 な空間 とは

いえ ない。逆 にテ ナントビ ルの方を 見ると、映 画館 に対 して完

would  be  wonderful  if the  outfitting of  that other  potential  axis

could  be  carried out  by the  people's  appeals  to the administration

and  others  for  aid. Thinking  of  it in this context,  it is possible

that  Gondo  is an  axis  hiding  great  potential,  and  I think  you'll

naturally  come  to see the role that Aioiza  can  play in this, located

in  the heart of  the Gondo  shopping  district.

―  The  present  Aioiza

Now  I'd like us to take  a closer  look  at the  current  condition

of  Aioiza.  If  you'll  please  have  a look  at these  photographs

taken  while  standing  in the  downtown  shopping  area, on  your

left, you'll  see  Omotesando,  and  on  your  right, the  view  facing

the  area  where  the old  red-light district once  was.  The  shopping

street had  been  made  into an  arcade.  Along  that arcade,  you  will

find  the site of the theater. The  theater  lies a little bit back  from

the  street and  there is an  open  plaza  between  its building  and  the

arcade,  making  it quite a rare location. The  current  buildings  are,

according  to the  city planners,  a commercial  zone.  This  theater

is  in fact  made  of  wood.  It's unclear  just how  old  it is. As  I

mentioned  before,  it probably  dates back  to the beginning  of  the

Showa  period,  the  1920s  or 1930s.  Of  the three  theaters  within,

Aioiza  has  two  floors  and  176  seats. Roxy  1 was  made  to show

western  films  and  was  built to be  the other  half of Aioiza.  It has

264  seats. Roxy  2 was  a late addition  to the building. It holds  just
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全にお 尻を向 けてい る状態で、 ア ーケードの 方にだけ 顔を向け

てい ます。そ れだけで は飽 きたらず さらに映 画館の ファサード

(建物前 面の顔) を隠す ようにせ り出してい ます。こ れもち ょっ

と悲し い状況で す。

映 画館の中 に入る と、多 数の自 販機 が出迎 えてく れます。口

ビ ーはL 字 に回 って い ます が、角 を 曲が る とさ ら に自販 機が

あ ります。理 由は分 かり ませ んが、 ちょっ と多 す ぎますね。口

ビ ーには、 自販機だけ じゃ なく、チ ケットブ ース とか階段とか

ポ スター とか、 いろい ろな ものが置 かれてい ます。 さらに劇場

の中 に入る と、 壁に は空調 配管 が剥 き出し のま ま設 置されてい

ます。 ステ ージは奥 行きが なく、舞 台挨拶や トー クショーに は

狭い。

建 物の裏 には、ア パートがあ り まし た。 なんで映 画館の裏 に

アパ ートが ！と驚 きましたが、 話 を聞いて みると、 かつ ては映

写技 師さ んが 住んでい た とか、 さ らにその前 、芝居小 屋だっ た

時 には楽屋 だっ たとか、いろい ろ な噂 があ るようで す。 この ア

パ ートは 今で は使 われてい ませんが、 映画館 裏を流 れる猫道 と

呼 ばれる用 水路 との相性 もあっ て、 なん とも不気味 な、風情 の

ある 雰囲気を 醸し出し てい ます。 2007年 のリ メイ ク版『転 校生』

は 長野 市を舞 台 に撮 られて い ますが、 最 初の30 分ぐ らいはこ

の映 画館の周 りで話 が展開して い ます。

72  seats. These  days,  the  theater  runs  with  these  three  screens.

The  owner  of  Aioiza  doesn't  just own  this theater, but  also the

offices  and  warehouses,  a  two-storied  tenant  building  in  the

arcade,  and  even  a building  with  a small  soba  noodle  shop  out

front. After  going  to Nagano  several times,  I had  interviews  with

the  young  history  researcher  Ryutaro  Kobayashi  (who  not  only

has  been  carrying  out research  on  Nagano's  history, but  who  also

holds  an  interest in wooden  film  theaters  and  researches  them)

and  learned  that now  there  are no  more  than  twenty  wooden  film

theaters  left intact in Japan.  The  theater in Ueda  plans to close its

doors  in 2011,  bringing  this figure  down  yet  again. Also,  among

that  list are  several  adult  theaters, which  means  that there  are

hardly  even  ten  theaters that anyone  can  and  might  willingly  go

into. Wooden  film theaters  have  become  an  endangered  species.

The  current  case  study  has  focused  on  all of  the buildings  that

stand  on  the  Aioiza  site. Let's go  into the site. Here  is the  office

building.  I've heard  that the  film buffs  that come  to Aioiza  will

sometimes  drop  in on  the  office after a film for a chat, but  even

though  it has  worked  so  hard  to be  such  a place  for  exchange,

we  cannot  even  pretend  to flatter it by  calling  it an  attractive

space.  When  you  look  at the  tenant  buildings,  they  all have  their

backside  facing  the theater; it is only  the arcade  that faces it from

the  front. As  if that weren't  enough,  you  can  see  that it seems  as

if there is an actual  effort being  made  to hide  the theater's fa§ade



とい うこ とで、 魅力 的 とはいい にくい 面もあ れば独特 の風情

もある、 日本で も希少価 値のある 建物、 さらに は都市的 にも重

要な鍵 を握 りそ うなこ の映画館 の場所 とし ての 魅力 を どう高め

得るの か、 という のが今 回の課題で す。

－ シ ネ マ レ ン ジ の5 原 則

相生 座再生計 画を考え るにあ たり、「シネマレ ン ジの5 原則」

という ものを考え まし た。 原則 とい う と堅苦しい ですが、 いい

替え ると「5 つ のポ イント」 です。 最初 にお断 りし てお き ます

が、こ の5 原則 は建築寄 りの話で す。本当 は上映 する組 織や人

材を育 成するとか、 上映プロ グラム、会 員組織 などな ど、 建築

以 外 にやらなけ ればいけ ないこ とがたく さんあ ると思う のです

が、ここで はひ とまず映 画館とい う建物 を魅力的 な場所 に作 り

替えてい くというこ とに偏っ た提案 とい うことでご 了承 くださ

い。

まず、1 番 目 は「プロ グラ ミ ング」。 映 画業 界でプ ロ グ ラム

という と匚匕映作 品を 選ぶ」という意 味にな りますが､建 築では、

ざっく りい ってし まえば、 そこは どうい う場所で、 どうい う施

設で構成 される のか、 またそ れぞ れの施 設はどうい う 関係 性を

持つ のか、 というこ とに なり ます。 例え ば、そ れは映 画館 だけ

なのか、映 画館以 外の施 設も入っ てくる のか、 とい っ たこ とで

(the  front face of  the building). This  is a rather unhappy  situation.

Upon  entering  the  theater, you  find yourself  greeted  by  a  great

number  of vending  machines.  The  lobby  is shaped  like an  L  and

when  you  turn the  corner, you  are  faced  with  even  more  vending

machines.  I'm  not  sure why  this is, but  they  are a little bit much,

aren't  they?  Of  course,  there  aren't  only  vending  machines  in

the  lobby;  there  are  all sort of  things  scattered  about  like ticket

booths,  stairways,  posters,  and  more.  When  you  go  further  into

the  theater, air  conditioning  piping  run  nakedly  and  garishly

along  the  walls. The  stage  has  no  depth  and  is quite  narrow  for

giving  an address  on  stage or hosting  a discussion.  In the back  of

the  building  is an  apartment.  You  may  be  shocked,  as  I was,  and

ask,  "Why  are  there apartments  in the back  of  a film theater?!"

If  you  ask  around,  there  many  different  stories; some  say  the

projectionist  once  lived  there,  some  say  that it was  a  dressing

room  from  back  when  the  building  was  still a playhouse.  This

apartment  isn't being  used  by  anyone  now  and  it's got  a certain

mysterious,  charming  quality  to it because  of  the  irrigation

canal  that flows  behind  the  theater, called  a "cat lane." The  2007

remake  of  Switching  - Goodbye  Me  was  located  in Nagano  City

and  the  story  develops  around  this theater  for  the  first thirty

minutes.  Although  there are parts of  this area  which  are difficult

to call attractive, there  is also a peculiar  and  charming  air about

this  place;  this building  which  is so  preciously  rare  even  in

す。2 番目 は「エ ンジニアリ ング」。 一応､今 回のケ ースス タデ ィ

では、 既存の 木造建 築を尊重し て使い 続け まし ょう、 という 前

提でや ってい ます。そこ で必 要最低 限のスペ ックの更新 、さ ら

には構 造な どに関す る技 術的 な処方 をしてい くというこ とを提

案して い ます。 建物 の断面計 画といい 替えるこ と もで きるか も

しれ ません。3 番 目は「プ ラ ンニ ング」。い わゆる平面 計画で す。

快適で 無理の ない空 間をどう作 ってい くか。 さらに今あ る建物

を活か しなが らどの ように 間取 りの変 更や家 具レイア ウトを変

えてい け ば良いか といっ た話 です。4 番目 は「イ ン ターフェ イ

ス」。 これ は地域 や周 辺、 近隣 との 関係性 の作 り方 につい て の

話で す。 そし て最 後5 番 目が 「事業 スキ ーム」。 今 回の ケー ス

ス タデ ィは絵空 事とい えば絵空 事なの ですが、 せっか くなので

事業的 な検討 にも使え るよう なアイデ アを少し 盛り込 みたい と

考え まし た。

- 「 プ ロ グ ラ ミ ン グ 」

こ れ までの 相生座 は、 映画 を見る ため だけ の映 画館が あ り、

その手 前にあ まり魅力 のない広 場があ るだけでし た。こ こで は

「映 画を見 る」 だけ に とど まらず、「映画 で考 える」 とか、「映

画で語 る」とい った ように、映 画を取 り巻くト ー タル な行為が

重層的 に展開 される ような場所 を作 りたい と 考えてい ます。 こ

Japan.  The  question  at stake  here is how  we  can  further raise the

appeal  of  this theater  and  this area, which  together  seem  to hold

a  valuable  key  to the city's success.

―  The  five  principles  of  Cinema  Range

As  we  were  thinking  about  restoration  plans  for  Aioiza,  we

came  up  with  something  we  like  to call "the  five  principles

of  Cinema  Range."  Calling  them  principles  makes  the  whole

thing  sound  rather  formal  and  stiff, so  to put  it in other  words,

you  might  say  that  these  are  five  "points"  we  would  like to

work  around.  First of  all, I'll start by  telling you  that these  five

principles  have  to do  mostly  with  the  construction  side  of  this

project.  In  truth, I believe  that there  are  many  things  outside

of  construction  which  need  to  be  done,  including  planning

for  membership  organizations,  deciding  the  program,  and  the

cultivation  of  human  resources  and  screening  systems;  but

please  understand  that this proposal  is biased  towards  the  act

of  remaking  the  actual  building  of  the  theater  into  something

more  attractive, for  the  time  being.  To  begin,  the  first principle

is  what  we  call  "programming."  In  the  film  industry,  the

word  "program"  carries the  meaning  of  "the  films  chosen  for

screening,"  but  in architecture,  to speak  roughly,  it means  the

consideration  of  what  kind  of  place  it is you  are  working  with,

what  kind  of establishment  it is being  adapted  for, and  what  the
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こ で「映 画（を） 語る」 とか「映 画（を） 考える」 という とシ

ネフ ィ ルの 世界 に なっ てし まうの で、 もっ と気 楽 に、 映 画を

ネ タに語 るよう な場所 として想 定してい ます。「映画 （を）」を

「映画 （で）」といい 替え ることで、 映画 を必ずし も目的 に属す

るも ので はな く、 手段 に属する ものとし てと らえ てい ます。も

ちろ ん「映 画 を見る 」場所 も、「 映画 を作る 」こ と を支援 する

場 所 も充 実させ るこ とはいう までもあ りませ ん。 ただし、 もう

少し 商 店街 や買 い 物客、 通 行 人が 関与 し やす くな る よう な メ

ニュ ーも考え たいと思 ってい ます。そし てそ れらをつ なぐ場所

とし て広場の魅力 も高 めることが 大事で す。

「映 画を 見る」 とい うこ と につ い て は、 今3 ス クリ ー ンあ り

ます が、 こ れを思い切 って2 スクリ ーンに減 らし て みてはど う

でし ょうか。 片方は名 画系、 もう片方 は封切 り系 と役 割を明確

にしつつ 、新 作だけ じゃな く旧 作 （あ るいは テーマ性 のある も

の ）も上 映す る。 増 築で作 られ た極小 の「ロ キシ ー2 」 は、 ど

う する のか といえ ば、 まっ たく取 り壊し てし まう ので はな く、

例 えば映 写室と映 写機はそ のま ま残し て、客 席を撤 去して多 目

的化 す るこ とを提 案し てい ます。 ここ は「 シ ネマ ギ ャラリ ー」

と命名して み まし たが、そ れこそ ギャラリ ーとして 貸して もい

いし 、夜 な夜 な映 画講座 をやって もい い、 映画祭 のよう に来 場

者 が多 い 時には 臨時 のロビ ーにし てもいいし 、地元 の学生 の自

relationship  is between  these  two  facets.  For  example,  is that

building  just a film theater, or  might  something  other  than a film

theater  come  into it? These  are  the  kinds  of  questions  we  ask.

The  second  principle  is "engineering."  Overall,  we  are  operating

in  this case  study  with  the  prerequisite  that we  must  respect  and

continue  using  the  existing wooden  building. We  are  proposing  a

renewal  of  the building  making  only  the  minimum  of  necessary

changes  including  technical  prescriptions  for structural integrity.

You  could  say  that our  plan  for  the  building  is something  of

a  cross-section.  The  third  principle  is "planning,"  or  the  so-

called  groundwork  of  planning.  How  can  we  make  a pleasant

but  not  overdone  space?  There  is also the  question  of  how  best

to  change  the  layout  of  the  furniture  and  make  alterations  to

the  arrangement  of  the  rooms  while  preserving  and  making

the  best use  of  the  building  we  have  now.  The  fourth  principle

is "interface."  This  deals  with  how  to build  relationships  with

the  surrounding  area  and  the  neighbors.  And  finally the  fifth

principle  is the  "business  scheme."  This  case  study  may  just be

a  fabrication, a  pipe dream,  but  since  we  have  taken  the effort to

develop  it this far, we  thought  that we  might  as well  insert a little

bit of an idea  of how  it could  actually  be carried  out.

―  Programming

Up  until now,  Aioiza  has  been  a  theater  just for  watching

ｱ4 Bunka-Cho Film Week 2008

主上映サークル上映会に貸してもいい。映画という文化の多様

性と広がりを受け止めるための余白のような場所といういい方

ができるかも知れません。

「映画で考える」は、映画関連だけではなく、アート関連の

セレクトブックショップ、つまり本屋さんのセレクトショップ

みたいなものがあるといいと思います。長野の中高生たちが、

いずれ長野から飛び立つ前に触れておくべき文化（教養？）に

触れるための場所です。学校じゃ習えないけど、世界のどこに

飛び出していっても恥ずかしくないような文化的素養を得る、

世界への窓のような本屋です。逆に長野に流れ込んできた信大

生をはじめとする大学生たちはここに入り浸れるのです。カ

フェを併設しています。広場の魅力を高めるのに効果的でしょ

うし、シネコンがポップコーンの匂いなら、こっちはコーヒー

の匂いだぞ、と。

「映画で語る」は、レストランとかバーラウンジです。映画

を見終わったあととか見る前とか、そもそも映画を見なくても

いいかも知れませんが、アーケードからポン！と入ってこられ

る。長野を歩いていると、朝市とか地元食材を売っていたりす

る風景に日常的に突如出くわします。地産地消のレストランが

いいかも知れません。あとは託児所を併設する手もあります。

子育てと共に映画と疎遠になる人も意外と多いのではないで

films  and  did  not  have  a particularly  attractive plaza  out  front.

We  think  that we  would  like to make  it into a place that isn't just

for  "watching  films," but  a place  that is deployed  for "thinking

through  films," or  "talking  through  films"  and  every  layer  of the

total film  experience.  If we  say  "talking  about  films"  or  "think

about  films," we  find ourselves  within  the realm  of film criticism,

but  we  want  this theater to be  a place  that is more  at ease, where

films  can  become  material  for  conversation  and  discussion.

By  changing  the  words  from  "about  films"  to "through  films,"

films  are  captured  as things  which  are  not  necessarily  subject  to

some  objective,  or  are the  means  to an  end, but  the  means  itself.

Of  course,  it goes  without  saying  that the  theater  is also made

complete  by  being  a place  to see  films and  a place  that supports

producing  films.  However,  we  want  to think  of  a menu,  if you

will, of  services  that will be  easier  for shoppers  and  passers-by

to  partake  in. And  then  we  would  like to make  the  plaza  more

attractive, as  a  place  to  draw  this all together.  For  those  who

come  to see  films, the theater now  has  three  screens,  but  what  if

we  made  the momentous  decision  to try to cut  this down  to just

two  screens?  One  would  have  the  clear role of showing  famous

films  and  the  other  would  show  new  releases  and  premiers;  this

way  we  could  screen  not  only  new  films  but  also  older  films

(or  thematic  films). As  for  what  to do  with  the  miniscule  Roxy

2, which  was  built as  an  addition,  we  wouldn't  simply  tear it
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しょうか。あるいは子供に合わせた映画しか見なくなってしま

うとか。託児所に子供を預けて映画を見てもいいですし、ある

いは買い物に行ってもいい。映画館に併設する施設が、映画館

だけのためじゃなく、地域活動（買い物や習い事）の起点とな

るという発想の転換があってもいいかもしれません。そういう

場合は、併設施設を行政や商店街（あるいはTMO ）が運営す

ることも考えたくなります。

- 「エンジニアリング」

相生座は古い木造建築なので、いずれにしても耐震補強は必

要となるでしょう。テクニカルの話になりますが、確認申請と

いうプロセスは重要ですが非常に大変です。それを避けるため

に、床面積を増やさない、つまり増築をしない、あるいは大規

模な改修はしないなど、改修規模を見極めることが大事になっ

てきます。これは具体的な計画の段階になったら、行政やプロ

のエンジニアとこまめに相談しながら検討する必要が出てきま

す。今回は、とりあえずの提案ということで、床面積を増やさ

ないという意味で耐震補強は外装側からではなく内装側から、

という提案をしています。座席数は多少減りますが、現在の観

客数を考えるとさほど影響はないと思います。また、内装側か

らの耐震補強ということで、空調や照明といった設備更新をし

all down  but, for  example,  there  has  been  a suggestion  that we

could  leave  the  projectionist  booth  and  the  projector  intact as

they  are  and  take out  the  seating  to create  a multipurpose  room.

We  thought  of  naming  this the  "cinema  gallery," and  it could

be  loaned  out  as  such,  or  every  night  there  could  be  lectures

on  films,  or  it could  be  a special  "lobby"  for  events  like film

festivals  when  there  are  large  numbers  attending,  or  it could

be  lent out  to the  local  universities'  film  clubs.  You  might  say

it would  be  like a  blank  slate onto  which  we  can  capture  the

widening  diversity  of  film.  For  "thinking  through  film"  we

believe  it would  be  good  to have  something  like a select shop  -

like  a  specialty  bookshop,  for  example  - only  for  films and  art.

This  could  be  a place  for  Nagano's  junior  high  and  high  school

students  to come  into contact  with  essential culture  (or might  we

say  education?)  before  they  take  off  from  Nagano.  They  could

gain  the  cultural basics  that they  cannot  learn  at school  but  that

will  keep  them  from  feeling  embarrassed,  wherever  they  may

end  up  in the world;  it will be  a store that would  be a window  out

into  the world.  And,  conversely,  the  Shinshu  University  students

who  come  flowing  into Nagano  and  all other  university  students

might  hang  out  around  here.  We  will link up  with  a cafe. That

should  make  the  plaza  more  attractive. How  about  if popcorn

is the  scent  of  big  cinema  complexes,  then  fresh  roasted  coffee

shall be  the  sent  of  our  little film  theater?  For  "talking  through

た際 の荷重 を受 け るこ とや、 内装 の更新 と一 体的 に解決す るこ

ともで きるかもし れませ ん。 外装 は、 風情 の保存 という意 味も

あ り、 最低 限の 補修 に留める というこ とになる でし ょう か。

- 「プ ラ ン ニ ン グ 」

現 況説明 のところ でも説 明し まし たが、ロビ ーが すごいこ と

に なってい るんで すね。　ト イレも、 自販機 の数も、 途中で 数え

る のが 嫌に なり まし たけ ど、 と にか く煩雑 で多 すぎる ので す。

いい 方は悪 いですが、 例え るなら ば「の り弁 」の ような状 態で

す。 ソー スも揚 げ物 も煮物 もご飯 も一緒 くたに入っ ている状 態

で す。 ここ はト イレ、 ここ は売店、こ こはロビ ー、ここ は 自販

機 な どと、要 素ご との棲 み 分け をきっ ちりし てあ げる こ とで、

いっ て みれば 「幕 の内弁 当」（いろ いろ 入って いる とい う 意味

で はなく、 区分けが 綺麗に なされてい る とい う意味 で）の よう

な状 態を作 るだけで 随分 決適な空 間になる はずです。 現況で は

ト イレが6 か所 もあ り ます。 ロビ ーの角を 曲ればト イレがあ る

とい う状態 です。増 改築を重 ねてい るこ ともあり、いろ いろ と

空 間的な矛 盾が出て きてい るのは 仕方 が ない ことで す。 積年 の

矛盾 や無駄 も解消しつ つ、 うまくプ ランを変 更する 必要があ る

でし ょう。

提 案平面 図では、 まず盲腸 のよう に増築 されてい た小 さ な映

film"  we  would  have  a restaurant  or  a bar  lounge.  Either  after

watching  your  film  or  maybe  before  your  film  - who  knows,

you  may  not  have  even  come  to see  a film in the first place  - you

could  just pop  right in from  off the arcade. You'll suddenly  come

across  the  routine  scenery  of  the morning  markets  and  the  sales

of  local products,  as you  walk  along  in Nagano.  Local  food  at

local  restaurants might  just be a good  thing. We  might  then create

links  with  a daycare  center. Aren't  there  an inordinate  amount  of

people  who  become  estranged  from  film  as  they  become  busy

raising  children?  Or  else they  can't  see  anything  but  films  that

are  suitable  for  children.  Now  they  could  entrust their children

to the good  hands  of the daycare  center  and  watch  a film or even

go  shopping.  And  we  might  rethink  the  idea  that the  institutes

and  businesses  that  would  have  links  with  the  theater  would

only  be  doing  it for  the theater's benefit; they  would  become  the

starting point  for local activities (shopping  and  learning).  If that

were  the case,  we'd  like to think  that the city administration  or

the  shopping  district (or  the tenant  management  organization  or

TMO)  might  operate  these linked  enterprises.

―  Engineering

Because  Aioiza  is an  old  wooden  building,  seismic  retrofitting

will  probably  be  necessary.  This  may  get  a  bit technical,  but

there  is a process  for applying  for building  confirmation  that is
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圃館 （ロ キシー2 ） は、客 席を撤 去し て多目 的ギ ャラリ ーとし

てい ます。本体 の方 は、 ロビ ー空間が煩 雑に なっ てい た原因 の

ひ とつ とし て、2 階 席 に上 がる ための 階段が ロビ ーを圧 迫して

いるこ とが 考え られ まし た。そ こで 観客が 滅多 に上が らない2

階席 を取 る と同時 に、不 必要 となっ た階段 も 撤去し てい ます。

映写室 に上が るほう の階段 は残 してあ ります。 階段を ひとつ撤

去す るだけで、 ロビ ーはだい ぶすっ きりし ます。 ついで 、ト イ

レ を2 か所 に集約し てい ます。左 右 にそれぞ れ女 子用 と男子 用

と分け たので す。 また、 ロビ ーと劇場 の間 に前室が なく、い き

な り扉ひ とつ でつ ながってい ました。 途中で 人が出入 りする と

観賞 中に 劇場 内に光 が入ってし まう のです。ロビ ーと劇場 との

問 の扉 を塞い で、「流 し 込み」 前室 を劇 場側面 に 設けて、 そこ

か ら劇場 に入るよう にしてい ます。 劇場後 部に扉が なくなるこ

とで、1 階客席 の床に 傾斜を作るこ ともで き ます。こ の ように、

ロビ ー空 間の再構築 と連鎖 する よう にいろい ろな空 間的矛盾 を

解消し てい くこと を考えて みまし た。 これ は改修の予 算 に応 じ

て 必要な とこ ろを 選んで行って いけば 良い の だと思い ます。

次に周 りの建物 につ いて 見てい きます。 映画を 見終わっ たあ

と､映 画の余韻を 楽し み たい､ あ るい は映画 のこと､ 監督のこ と、

俳 優のこ と、 物語 のことを 深く知 りたくなっ た、 とい う人 はカ

フ ェやブ ック ショ ップに 立ち寄るこ とがで きる、 とい う 感じ で

very  important  and  extremely  difficult. In  order  to avoid  having

to  do  this, it is important  for us  to not  increase  the  floor  space

(in  other  words,  not  build  any  additions), and  to not  plan  for any

large-scale  improvements,  but  to be  careful  and  precise  with

the  scale  of  our  repairs  and  improvements.  When  this is made

into  a concrete  draft on  the drawing  board,  we  examine  it while

frequently  consulting  with  the  officials and  with  professional

engineers.  For  now,  we  have  a  rough  or  temporary  plan  and

we  have  proposed  strengthening  the  seismic  retrofitting  from

the  interior, instead  of  the  exterior  of the  building.  The  number

of  seats will  be  decreased  slightly, but  considering  the  current

audience  numbers,  we  don't  believe  it would  have  a particularly

large  influence.  Also,  by  doing  internal  seismic  retrofitting,

it becomes  possible  to  also take  on  the  potential  extra  load  of

replacing  equipment  like lights and  air conditioning  systems  and

to complete  all the  internal renovations  in an  integrated  fashion.

It means  that the  exterior  will preserve  its special  air and  we'll

probably  be  able  to  limit  our  work  there  to just the  minimal

necessary  repairs.

―  Planning

I  already  explained  the  situation  once,  in my  discussion  of

the  present  condition  of  the theater, but  the  lobby  really is quite

something.  I got  tired of  counting  the  number  of  toilets and

ｱ6 Bunka-Cho Film Week 2008

す。こ のブ ックシ ョップのロ フト 部分には映 写室と 書いてあ り

ます が、広場 に野外上 映用 の仮設 スクリ ーンを垂らせ ば野外上

映会 がで き、 広場 の賑やかし にするこ と もで き ます。 映画館 も

上映作 品も、 セレ クト ブッ ク ショ ップ のセレ ク ショ ン、 企画 も

運営 者の個性 が顕著 に出て くるとこ ろです。 シ ネコ ンのよう な

マニ ュア ル化 され た無 個性 さでは なく、ここ では運営 者、担当

者のあ くの 強さを前面 に出し てもらって 構 わない と思い ます。

広 場を挟 んだ対面 はレ スト ラ ンで す。 大きな庇のつ いたテ ラ

ス付 きです。 長野 は実はか なり日 差しが 強い です。こ のテ ラス

で は、 真夏 には 日陰に入っ て食事 もで きるし、 休 むこ ともで き

る。レ スト ラ ンはなるべ く広場に 向け るのが 理想で す。か といっ

て アーケ ードを蔑ろ にするこ と もで きない ので、 バーラウ ンジ

はアーケ ードの方 を向けてい ます。 ここ にアー ケードから広場

へ の入口 に出っ張 るよう にひとつ の蕎麦屋 が残って い ます。 最

初、 個人的 には蕎 麦屋は要 らない と思い まし たが、 長野で 写真

集などを作 ってい る同世代 の グラフィ ックデザ イナーの女性 に

ヒ アリ ングをし た際、「あ の蕎麦 屋は重 要だ よ」、「美味しい し、

お ば ちゃ んの ギャラ がいい 」 と諭 され、「分か り まし た、残し

まし ょう」、 と思 い直し た経緯 があ り ます。 レ スト ラン の2 階

にはち ょっ とし たテナ ント スペ ースがあ ります。こ こは託 児所

を入れて もいいし 、映 画のチ ラシやフリ ーペ ーパー、あるい は

vending  machines  before  I could  even  finish, but  at any  rate

they  are  troublesome  and  far too  numerous.  It is not  a very  nice

way  to  describe  something,  but  as  an  example,  it reminded

me  of  what  we  call a 'nori-ben'  lunchbox,  a  box  full of  layers

of  seaweed  and  rice crammed  together  one  after another;  the

sauce  and  tidbits and  rice all mixed  together  hodgepodge.  Here

is a toilet, here's  a  shop,  here's  a  lobby,  here's  some  vending

machines  - if we  could  just compartmentalize  all the  different

components  precisely,  like, if I might  say  it, a  'maku-no-uchi'

lunchbox  which  has  neat  rice balls and  an  organized  variety of

side  dishes  (not in the sense  that there are various  things  in it, but

that  they've  all been  neatly  compartmentalized)  it should  become

a  much  more  pleasant  and  comfortable  environment.  At  present,

there  are  six  toilets. It's as  if every  time  you  turn  a corner  in

the  lobby,  there's another  toilet. After  so many  extensions  and

alterations  to the building,  a lot of spatial inconsistency  and  waste

has  arisen  and  we  can't change  that history. What  we  need  to do

now  is to resolve  those  many  years  of  inconsistency  and  waste

and  skillfully change  our  plan to deal with  them.  In our  proposed

ground  plan  we  first want  to take  that  small  film  theater, the

Roxy  2 that was  just added  on  like an  afterthought,  and  remove

the  seating to change  it into a multipurpose  gallery. It is thought

that  our  main  work  in the  theater will be  the stairway  that leads

up  to the second  floor and  that oppresses  the whole  lobby,  being
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商店街の ポスターや 広告な どをプロデ ュー スして くれる若い デ

ザイナー にオフィス とし て貸し 出して も良 い と思い ます。

- 「イ ン タ ー フ ェ イ ス 」

イン ターフ ェイ スは、 映 画館 と商店 街、近 隣との 関係性 に関

す る話です。 本来 は会員組 織、 割引 券、 地域 通貨な ど、 ソフト

面 に関して すべ き話 があ る ので すが、こ こで はハ ード 面につ い

て の話 に 限定 し ます。 特 に、 アー ケー ド と映 画館 との 問にあ

る 空間であ る広場に 限定し ます。 現況 では、 映画館の フ ァサー

ド が看板 によって隠 れてい たり、テ ナントビ ルが広場 に対し て

そっ ぽを向い ていた り、 み んなが広場 に対し て顔を 隠し てい る

状 態です。ここ では 広場 の魅力 を高 めるため に、 皆が 広場 に対

し て顔を正対 させる ように提案 してい ます。 まず看板 を外し て

映 画館 の 昔の フ ァサ ード を復 活 させ るこ と。 看 板 は、 ブ ッ ク

ショップの上 に設置し ます。 セレ クトブ ッ クショ ップ、 カフ ェ

はなるべ く中 の活動 と外の活 動がつ ながる ように引 き戸のガ ラ

スを使い ます。 天気 の良いH には、 オープ ンカフェ にで きる よ

う にするので す。レ ストラ ンもなるべ く広場 と見る／ 見 られる

とい う関係 を作れる ように 開放的な 設えにし ます。レ スト ラン

の テ ラス上 部 には 仮 設の 野外 ス クリ ー ンを 設置 で きる よう に

なっ てい ます。 つ まり､看板（ブ ッ クショップ）と歴 史的 なフ ァ

サード（映 画館） と野外 スクリ ーン（レ スト ラ ン） という3 つ

の映画的要 素でち ゃんと広場 を囲ってあ げるの です。

- 「 事 業 ス キ ー ム 」

こ こ まで に述べ てきた構 想を どのよう な事 業 スキームで展 開

し たらいい でし ょうか｡ 映画館 所有者が全 部自前で 建て 替えて、

さらには全 部自前で 運営してい くの は大変です。こ の敷地 には、

映 画館、事 務所倉庫 棟、テ ナ ント棟 と大 きく3 つの 建物区 分が

あ り ます （:iE確 には蕎麦屋棟 もあ りますが、 ここで は置いてお

きます）。 こ れら の建物 それぞ れについ て、事 業的 な 意昧づ け

を変 えて みる必要 があり ます。映 画館は映 画館です から、 入場

料収 入で ぎり ぎり 回せるぐ らいのこ とをや る。 事務 所棟はブ ッ

クショップ とカフ ェとなっ てい ます。 こ れは委託事業 にして も

いい し自主 事業 にし てもいい 。いず れにして も、映 画館 とか な

り綿 密に連携し た運営 が理想 です。

今回の事 業ス キームで鍵 を握る のはな んといって も、手 前に

あ るテナ ント棟で す。 ここ は映画館 全体を 健全に改 築、運営し

てい くた めの資金 を得るた めの切 り札として、 貸す とか場合 に

よっ ては売 るとか、 う まく 考える必 要があ ります。 テナ ント に

直接 貸すこ とで家 賃収入を 得、期 間限定の定 期借地 （定期 借地

だと建設費 は借り る側か出 す）とし て地代 を得るこ とで固 定資
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one  of  the main  causes  for the  lobby  space  feeling  so  confused.

Along  with  the second  floor seating  that customers  almost  never

go  up  to, we  will remove  the now  unnecessary  staircase. We  will

leave  the stairway  for getting up  to the  projection  booth.  Just by

removing  one  stairway, the  lobby  will be  much  clearer. Then  we

will  concentrate  the  toilets into just two  areas. On  the  right and

left, each  will be  divided  into those  for males  and  females.  Also,

until now,  there  has  been  no  room  to separate  the  lobby  from

the  theaters themselves;  they  are  only  separated  by  single  abrupt

door.  When  people  go  in  or  out  of  the  theater  during  the  film,

the  people  inside  the theater  who  were  in the  midst  of  enjoying

the  picture  are  accosted  by  a  sudden  wash  of  light. We  will fill

up  the  doorway  between  the  lobby  and  the  theater  and  create

an  antechamber  on  the  theater-side  of  the doors  and  make  it so

that  audience  members  enter  through  there, without  letting any

light in. By  getting rid of the door  at the back  of the theater, we'll

also  make  it possible  to put  in a ramp  for  the  first-floor seating

area.  In  such  ways,  we  have  tried  to  think  of  solutions  with

which  we  can  resolve  the  various  spatial  issues,  as  they  relate

to the  reconstruction  of  the lobby  space.  Whichever  renovations

are  deemed  necessary  and  chosen  in respect  to the  budget  for

improvement  can  then  be  carried  out. Next,  let's go  take  a look

at the  surrounding  buildings.  After  your  film  is finished,  those

of  you  who  just want  to  savor  the  lingering  memory  of  the

film  you  just saw,  or  those  who  want  to know  a little deeper

about  the  director  or the  actors  and  actresses  or  the  story, can

stop  by  the  cafe  or  the  bookshop.  That's  the  feeling  we're

aiming  for. In  the  loft area  of  the  bookshop,  we  have  written

in  a  "projection  booth"  that is for  open  air screenings  which

would  be  made  possible  by  suspending  temporary,  outdoor-

use  screens  in the  plaza  and  which  could  liven up  life the  plaza

considerably.  Through  both  the  theater  and  the  screened  films,

and  the selections  in the select bookshop,  the planning  managers'

personalities  will be  strikingly  expressed.  Not  like the  manual-

driven,  impersonal  feel of  the big  cinema  complexes  - no,  here

we  don't  mind  if you  put  your  own  strong  tastes out  in front of

everyone.  Opposing  the  plaza will be  the restaurant. It will have  a

terrace, covered  by  large  overhanging  eaves.  The  sun  in Nagano

is actually  surprisingly  strong. With  this terrace, people  will be

able  to get  in from  out  of  the sun  during  the  height  of  summer

and  take  a meal,  or  simply  take  a rest. Our  ideal is to have  the

restaurant  face  out  onto  the  plaza  as much  as  possible.  While

saying  that, though,  we  cannot  ignore  the  arcade  either, so  the

bar  lounge  will face the  arcade.  Here,  there  will remain  just one

soba  noodle  shop  jutting out  into the  entrance  of the theater from

the  arcade.  At  first, I personally  thought  we  didn't  need  a  soba

noodle  shop,  but  when  we  spoke  with  a contemporary  graphic

designer  who  has  made  photo  collections  of  Nagano,  among
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産税 を払い、 残りを （残れば） 映画館 のラ ンニ ングコ ストに回

すこ と も考え られ ます。 あるい は テナ ント棟 のみ を売却 して、

映 画館 とカフ ェを改 修するた めのイニ シャ ルコスト にする とい

う 考え方 もあ り ます。 また、 商店 街（あ るい はTMO ） が何 か

事業 をし たい という場 合 には、商 店街 （あるい はTMO ）に 定

期借 地で貸す か、 売却 するとい うこ と も考えら れます。

最後に、お さらい をする と、 既存 の空間資 源を尊重し まし ょ

う とい う前提 で、 今回は ケースス タディをし まし た。 ポイ ント

とし ては、 周辺と の関係性や 映画文化 の広が りを受け 止める 場

所 とし て映 画館を中 心に どう いう場 所を作っ てい くか（プロ グ

ラミ ング）、映 画館 につい て は必 要な構 造的 設備的 な処 方が 必

要 （エ ンジニ アリ ング）、 積年 の増改 築 の結果 とし ての 空 間的

な矛盾を解 決するこ とで快適 な空 間体験を生 み出 すこ と（プ ラ

ンニ ング）、 今回の 長 野の場 合は 広場が 象徴 的でし た が、商 店

街 や近隣 と映画館 がつ なが る仕掛け を作るこ と （イン ターフ ェ

イス）、 最後 に、こ れ らを事業 的 に成 り立 たせる と共 に、 商店

街 や行政 も巻 き込んだ地域的 な課 題として 映画館 再生に取 り組

むた めのビ ジ ネスモ デ ルの構 築（事業 ス キー ム）、 という5 つ

につ いてお 話をして み まし た。

今回のプレ ゼ ンは短期 間（約1 か月程 度）で まとめた もので、

other  work,  she  admonished  us, saying  that "That  soba  noodle

shop  is very  important...  the  food  is delicious, and  the  character

of  the old  woman  who  runs  it is great." We  came  along  to change

our  opinion  and  of  course  said, "Understood.  Let's leave  it, shall

we?"  On  the second  floor of the restaurant, there is a small  tenant

space.  Here  we  could  put  in the  daycare,  or  we  are  thinking

we  could  rent it out  as  an  office  to some  young  designer  who

might  produce  film flyers and  free newsletters  for the theater, or

possibly  advertisements  and  posters  for the shopping  district.

―  Interface

Interface  has  to do  with  the  relationships  between  the  theater,

and  the  shopping  district and  neighborhood.  Usually  this comes

in  on  the  "software"  side  of  things: membership  organizations,

discount  tickets, community  money,  and  so on. Here  we  will limit

our  talk to the  "hardware"  possibilities. We  will limit ourselves

to the  plaza  between  the  arcade  and  the  film theater  especially.

In  the  present  condition,  the  theater's  facade  is covered  by

signboards,  the  tenant  buildings  are facing  away  from  the  plaza,

and  it's as if everyone  is hiding  their face from  the plaza. In order

to  heighten  the attractiveness of  the plaza,  we  are proposing  that

everyone  come  directly face-to-face  with  the plaza.  First of  all,

we  will remove  the  signboards  and  restore  the  old  fa£ade. Any

signboards  will be  placed  on  top  of  the  bookshop.  The  select

ｱ8　Bunka-Cho Film Week 2008

調査も提案の精度も十分なものとはいえないと思いますが、地

域映画館の再生について考える一助となれば幸いです。ありが

とうございました。

bookshop  and  the  cafe  will  use  glass  sliding  doors  to connect

the  interior  activities  with  the  outdoor  activities as  much  as

possible.  On  nice days,  we  will be  able to have  an  open-air  cafe.

The  restaurant  will also have  an  expansive  and  open  design  that

can  create  a relationship  through  seeing  and  being  seen  by  the

plaza  as much  as possible.  The  top  of the restaurant's terrace will

be  able  to be  set with  a temporary  outdoor-use  screen.  In  other

words,  the signboard  (on  the  bookshop)  and  the historical fagade

(on  the  theater)  and  the  outdoor-use  screen  (on  the  restaurant)

will  provide  three  cinematic  components  to perfectly  embrace

the  plaza.

―  Business  plan

How  can  the  plans  that I have  described  up  until now  be

best  developed  into a business  plan?  It is quite  difficult for  the

theater's owner  to rebuild  everything  on  his own,  and  then  to go

on  operating  everything  on  his  own.  In this site, there are  three

large  divisions  of  buildings:  the  theater,  the  office  buildings,

and  the  tenant  buildings.  (To  be  accurate,  there  is also the  soba

noodle  shop,  but  we'll leave  that out  for now.)  For  each  of these

buildings,  there  is a need  to try to change  the meaning  of  their

enterprises.  The  theater  is a  theater, so  it just barely  makes  it

by  on  the  sales  of  tickets. The  office  building  will become  the

bookshop  and  cafe. The  supervision  of  these could  be  entrusted
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to  someone  else or  they could  be  run  independently.  Either  way,

we  must  imagine  them  as  having  quite  thorough  cooperation

with  the  theater.  What  truly  holds  the  key  to  this  business

scheme  is the  tenant  buildings  near  the  theater. There  is a  real

need  to think  about  whether  to rent  them  out  or  even  to  sell

them,  depending  on  the situation, as a trump  card  for getting  the

necessary  funds  for  a sound  reconstruction  of  the  entire theater

building  and  the management  after that. By  directly renting  out

to tenants, you  would  get the  benefit of  the building  rent income,

as  a limited-time  fixed-term  lease  (as  a  fixed-term  lease  the

construction  fees are  produced  by  the  lenders'  side) you  would

get  the  benefit  of  the land  rent, but  you  would  have  to pay  the

real  estate tax, then  the  remainder  (if there was  any)  would  go

back  into the  operational  costs  of  the theater. On  the  other  hand,

if you  disposed  of just the  tenant  buildings  by  selling  them,  you

could  turn that around  to cover  the initial costs for improvements

to the  theater and  the  cafe. Also,  if the shopping  district (or  the

TMO)  has  some  enterprise  that they  wish  to put  in there,  you

could  lend  it on  a fixed-term  lease  or sell it off  to the  shopping

district (or the TMO).

In  the  end, just to review, we  carried  out  this case  study  with

the  prerequisite  of respecting  the  existing  space's  resources.  We

took  it as our  point  to make  a site that would  center  around  the

film  theater  as a place  to capture  the  widening  film culture  and

the  relationships  with  the  local area  (programming),  to decide

the  necessary  prescriptions  both  structurally  and  in  terms  of

equipment  for the  theater (engineering),  to  create  a comfortable

space  that would  resolve  the  spatial conflicts that had  arisen  as

the  result of long  years  of extension  and  alteration to the  building

(planning),  to create  a mechanism  to connect  the theater  and  the

shopping  district and  local neighborhoods  with  the plaza  being

symbolic  of  that connection  in this particular  case  in Nagano

(interface), and,  finally, to construct  a business  model  in order  to

tackle  the restoration  of the theater as a local issue  which  would

involve  the  shopping  district and  the  government,  as  well  as

being  practical  in terms  of  operations  (business  scheme).  These

are  the  five points  I have  tried to cover  today. The  work  covered

in  this presentation  has  been  short (being  completed  in just about

one  month)  and  I don't  believe  we  can  say  that the  quality  of

our  investigation  or  the precision  of  our  plans  are near  sufficient

yet, but  if this can  become  of  some  help  when  considering  the

restoration  of  local film  theaters,  that is all we  can  hope  for.

Thank  you  very  much.
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司会：立木祥一郎　 パネリスト：小泉秀樹、北條秀衛、堀越謙三、佐伯知紀

Moderator:  Shoichiro Tachiki

Panelists: Hideki Koizumi, Hidehira Hojo, Kenzo  Horikoshi, Tomonori  Saiki

Tachiki:  The  theme  of today's convention  is "Desirable  town

and  desirable cinema:  Consider  community,  culture and  films."

We  heard, in the keynote speech, that what  we  are still dreaming

of is already being put into practice in Korea. Moreover,  they

have  the space to show  independent films. My  colleagues and  I

listened with  great interest as we're involved in a local culture

project in financially-challenged  Aomori.  This  virtual talk

discussed the plan for the revitalization of Nagano/Aioiza,  which

was  discussed in the previous presentation, showing  remodeling

that transformed a cinema  that induced nostalgia into a modern

and  attractive one.

For  this discussion, first of all, I'd like to ask Mr.  Kenzo

Horikoshi  to come  up. Mr. Horikoshi  manages  a cinema  called

Euro  Space  in Shibuya,  Tokyo,  a representative  downtown

district of Japan. He  also teaches university classes on  film

production  and  manages  an NPO  film school. Today,  he will

be  speaking  to us about  Shibuya  cinemas.  If you  look around

the world,  film festivals held  in large cities, like the  Tokyo

80　Bunka･Cho Film Week 2008

International  Film  Festival, are  rare, though  Berlin is one

example.  We'll ask  Mr.  Horikoshi  about  the cinema  strategy

in these areas. Looking  at the local situation at the same  time,

Kawasaki  City is located between  Tokyo  and  Yokohama;  it is

an  ordinance-designated  city with extremely  high  performance

both  financially and  with regards to efficiency. We'll hear about

Shinyurigaoka,  a community  in this city, from  Mr.  Hidehira

Hojo.  Then  Mr.  Hideki  Koizumi  will give us an overall view,

a  supervisor's view  of the vision of promotion  of local areas.

Mr.  Tomonori  Saiki is involved  in film promotion  through the

Agency  for Cultural Affairs, the national agency  that oversees

film, and  will be speaking  about future developments  and  the

kind  of efforts that are being  taken with  regard to cinemas  as

a  local cultural asset. In Aomori,  I'm  involved  with  various

projects relating to art, music, food, etc. and  feel that cinemas

are very important elements in city planning, and  that film is an

art form  worthy  of attention. I first had the experience of being

involved  with  the  construction and  management  of the film

＜ディスカッション＞「街なか映画館の新しい役割と上映を考える」

立木：本日は「住みたい街、行きたい映画館～コミュニティ、

文化､映画について考える～」というテーマで､この会議を行っ

ていますが、基調講演で、我々が未だ夢想しているものを、韓

国では既に実践されているという報告がありました。しかもイ

ンディペンデント映画のための上映スペースを持ってらっしゃ

るという。私などは地方の、青森の、非常に財政的にも厳しい

地域の文化プロジェクトに関わっているので、とても興味深く

聞かせていただきました。次のプレゼンテーションの、長野・

相生座の再生プランでは､あの非常に懐かしさを誘う映画館を、

どちらかというとモダンなかっこいい映画館に改装してみせる

という、バーチャルなお話をいただいたわけです。

そして、このディスカッションですが、まず、東京の渋谷と

いう日本を代表する繁華街で、ユーロスペースという映画館を

経営、大学でも映画製作を教え、またNPO でも映画学校を経

営していらっしゃる堀越謙三さんにお出でいただき、今回は渋

谷の映画館の話をしていただきます。この東京国際映画祭のよ

うに、大都市で映画祭が開催されるケースは、ベルリンとかは

ありますが、世界的に見ても少数派です。そうした街なかでの

映画館戦略を堀越さんに聞きます。それと同時に地方の状況、

川崎市は東京と横浜という大都市の問にあり、政令指定都市の

中でも財政的、効率的に非常に性能のいい地方都市です。その

中の新百合ヶ丘という街でのお話を、北條秀衛さんからいただ

きます。それから､もう少しトータルな視点､地域の振興ビジョ

ンというスーパーバイズの視点で、小泉秀樹さんからお話をい

ただきたいと思います。佐伯知紀さんは文化庁という映画を所

管する国の機関として、映画振興に取り組んでいらっしゃるの

で、映画館を地域のひとつの文化的資源としてとらえた場合、

どのような取り組みがなされているのか、今後の展開について

お願いします。

まちづくりの中で、映画館というのは実は非常に重要な要素

になるのではないか、映画というのは注目すべきジャンルであ

るということは、私も青森でアート、音楽、食などのいろいろ

なプロジェクトに関わる中で、常日頃感じています。私は、も

ともと川崎市市民ミュージアムという川崎市の美術館のような

<Discussion>  Considering  filming and  the new  roles of theaters in our cities



博物館 のような ところで、 映 画セク ショ ンを作っ て運営 すると

いう仕事 に関わった経 験 があ るので、 映 画を作 る人 たち、 映画

を見る人たちの生 態が、 街 に 有効 に機 能する のを目 の当 たりに

してきたので､ そのような話をつないでい け ればと思ってい ます。

まず、 最初に、 渋谷 の映画館 のプロ ジェクト の話を、堀 越さ

んか らい ただ くこ とで、 このデ ィス カッショ ンの取っ掛 かりに

したい と思い ます。 では、堀 越さ んお願いし ます。

大 都 市 の “ ま ち づ く り ” と 映 画 館

堀越： 先ほ ど、い ろん な肩書 きで 紹介い ただ きまし たが、 今日

は日本 一の ラブ ホテ ル街、 円山町 住人の代 表 とし てここへ 参 り

まし た（笑 ）。 ユ ーロ スペ ース は、30 年 ぐらい 渋谷 の桜丘 町 と

いう 駅向こ うの街 で映 画館 をやっ てい まし た。 とこ ろが 、2 年

ほど前 に、 この コミュニ ティ シネマ 支援 セン ターでも 委員をし

てらっし ゃる弁 護士の内 藤篤さ んが、名 画座を やりたい と、そ

れか らTSUTAYA さん、 正確 にはレ ント ラッ クジ ャパ ンさん

が新し く映画館 を作 りたいという こ とがあ って、 それ にうちが

加 わっ て2 ス クリー ン作 って、全 国で も珍しい 映画館 の共同ビ

ル、つ まり共同 で土地 を買 って、 共同で 映画館5 ス クリー ンの

ビ ルを建て るこ と になり まし た。土 地面積 だ と160 ～170 坪 ぐ

らいで すかね。

円 山町とい うのは、 渋谷駅か ら文化村 通り をずっと上 がって

いく と右に東急 文化村、 オーチ ャード ホー ルなどの施 設があ り

まして、 その 向かい を少し下 に行き ますと円 山町、ここ にユ ー

ロ スペ ースがあ り ます。 う ちの前の道 が、 東急 文化村か ら道玄

坂の交 番へ出 る渋谷 の中では非常 に重 要な道で、 車も抜 けら れ

ない。 もとも と渋谷 は東急 の街 で、セ ルリ ア ンタワーが 東急 本

社だっ た わけで す。渋 谷駅か ら文化村へ 行 き、 うちの前 を通っ

て交番へ 行く道 を､ 東急 の方 々が「 ゴー ルデ ントラ イアン グル」

と呼 んでいて、 ここ を囲い込 んで、そ の外にあ る西武百 貨店方

面に は人を行 かせない という のが、当 時東急 の重 要な 戦略だっ

たんで す。

こ の通 りの 両側 には、 恐 らく5 ～60 件ぐ らい ラブ ホテ ルが

あ り ます。ここ にあえて 映画館 を作っ た時、皆 さんが 感嘆の声

を上げ まし たね。こ の通 りはon air （現在 の名称 はO ） という

大 きな ライブハ ウスや、club asia な ど、 クラブ が集中し ている

ところ なんで すね。要 する に、 戦略的 にこ の地域 から ラブ ホテ

ルを 追放し よう、とい うといい 方が悪い んで すが、ラブ ホテ ル

街をや めよう と､ 地権者 たちが我々 と集 まって 話をし てい ます。

既 にこ の 地域 では10 年前 から地 権者 と区 が話し 合っ てい まし

て、こ の中に 区が強引 に児童 公園を作っ たんで す。 児童 公園を

作 る と、 周辺 何 百 メ ート ルで は、 風俗 営業 は、 今 やっ てい る
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sections  at places  like the Kawasaki  City  Museum,  an  art gallery,

so  I came  to see  how  useful  filmmakers  and  film enthusiasts  are

to the community.  I'd like to tie that into this discussion  as well.

First of  all, I'd  like to ask  Mr.  Horikoshi  to  speak  about  his

Shibuya  cinema  project. Mr.  Horikoshi,  the floor is yours.

Metropolitan  "City  Planning"  and  Cinemas

Horikoshi:  I was  just introduced  with  a number  of  titles, but

I  come  today  as  a  representative  resident  of  Maruyama-cho,

Japan's  number  one  love  hotel  community,  (laughter).  For

30  years,  Euro  Space  operated  a cinema  on  the  other  side  of

Shibuya  station, in a community  called Sakuragaoka-cho.  About

two  years  ago,  Mr.  Atsushi  Naito,  a  lawyer  and  member  of  the

support  committee  for  the  Japan  Community  Cinema  Center,

wanted  to build  a cinema  house,  and  also TSUTAYA,  or  more

properly  RENTRAK  JAPAN,  wanted  to build  a new  cinema.

So  we  got  on  board  and  built two  screens  and  jointly created  a

unique  cinema  in Japan:  the  land  was  jointly  purchased  and  a

building  with  a 5-screen  cinema  was  jointly erected. The  size of

the  plot is about  530  - 565  square  meters.  To  get  to Maruyama-

cho  from  Shibuya  Station, you  go  straight up  Bunkamura  Dori

(street), and  with  Tokyu  Bunkamura  and  Orchard  Hall  facilities

on  the  right, you  find Maruyama-cho  a  bit further  down.  That's

the  location  of  Euro  Space.  The  street in front of  Euro  Space  is

a  very  important  street in Shibuya,  from  Tokyu  Bunkamura  to

the  Dogenzaka  police  box  - even  cars  can't  escape  it. Shibuya

was  originally  a  Tokyu  Corporation  community,  and  Cerulean

Tower  was  the  Tokyo  head  office  of  Tokyu.  The  street  going

from  Shibuya  Station  to Bunkamura,  passing  in front  of  us to

the  police  box,  enclosed  the  area, which  was  called  "the  golden

triangle"  by  Tokyu  people.  This  attempt  to prevent  people

from  going  in  the  direction  of  the  Seibu  department  store was

an  important  strategy  of  Tokyu  at the  time.  On  either  side  of

this  street, there  are  probably  50  to 60  love  hotels. Everyone

expressed  their admiration  when  the  cinema  was  built in the  face

of  this. This  street has  a concentration  of clubs  such  as Club  Asia

and  a big  live music  venue  called  O.  In short, the  strategy  is to

banish  the  love hotels  from  the area. That's  a bad  way  of  putting

it, but  local land  owners  are gathering  together  and  talking to me

about  leaving  the  love  hotel community.  In the last 10  years, the

local  land  owners  and  the Ward  have  talked, and  the Ward  forced

a  children's  park  to be  built in the  area. Once  a park  for children

has  been  built, sex  service businesses  in a radius  of a few  hundred

meters  may  continue  to operate  under  current  management,

but  will not  be  permitted  to continue  under  new  management.

We're  trying  to change  the  area  by  casting  a net  like this. This

plan  actually  has  advantages  for  the love  hotel  owners  and  land

owners.  Even  in the  city, the  price  of love  hotel lots doesn't  rise

Bunka-Cho Film Week 2008　8 1
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大 はい いけ ど､代 替 わり をして続け るこ とが で きない んです。そ

うやっ て網を かけ まし て､ここ の地域 を変え ようと。こ れは､ 実

は ラブ ホテ ルの オーナー、地権 者 にもメリ ット のあ る話なんで

す ね。 都内で も ラブ ホテ ルの土地 は坪300 万円以 上 には上が ら

ない んです。 ですか ら地権者 たち も自分た ちの資産価 値を上げ

よう と思っ たら、ここ を事務所 地域 に変える だけで 地価 が最低

で も800 万 円 になり、 渋 谷駅 か ら徒歩10 分以 内で すか ら、坪

あ たり4 、5 万 で貸 せる。そ ういう地域 に変身で きる わけです。

こ の一角 に4､5 年のう ちに共 同でビ ルを 建てるこ とが決 まっ

てい て、 シネコ ンが くるこ とが予定 されてい ます。 誘致するつ

もりだと思い ます。こ のあ たりには､ シネ･アミュ ーズがあっ て、

ア ップリ ンク・フ ァクトリ ーとか、マ イナ ーな映 画館が集積し

てい るところ ですが､そ こに また映画館が で きる わけです｡ 我 々

の 映画館 が大ってい る土地 は、相続 人のい ない大が 亡く なっ た

ので国の管 理に なっ て､ マ ンションな どには売 らず文化施 設に、

という条 件を区お よび住民 がつ け て、 この 地域の改 革を促し て

い った ところ な んです。当 然デ ィベロ ッパ ーはあ る程度介 入し

て い ます が、 地権 者と区が 自主的 に改革を 進めて、 そこ に僕ら

も入るこ とがで きた。そ ういう経 過があ り、 文化的 なも のが地

域 の特色 その ものを変え ていく契 機にな り得る とい う、そ の例

として今 日は話 をし たかっ たのです。

above  900,000  yen  or so per  square  meter.  So  if the land  owners

want  to increase  the value  of their property, they  could  bring  it up

to a minimum  of  about  2.4  million  yen  per  square  meter  just by

changing  the area  into offices. It's within  a 10-minute  walk  from

Shibuya  Station, so  they  could  rent space  for  about  12,000  yen

to 15,000  yen  per  square  meter.  It could  be  transformed  into that

kind  of area. A  joint-venture  building,  with  a cineplex,  is planned

for  one  corner  of  this area  in the  next  four  to five years.  I'm

convinced  that it will be  attractive. This  area  already  has  minor

cinemas  such  as  Cine  Amuse  and  Uplink  Factory,  but  another

cinema  will be  built there as  well. The  land  around  our  cinema

is managed  by  the  government  since  the  former  owner  died

without  an  heir. The  residents  and  Ward  stipulated  the  condition

that  the land  not be  sold for residential use  but  rather be  reserved

for  cultural  facilities, a stipulation  which  has  stimulated  the

development  of  the  area.  Of  course,  some  developers  are

intervening  to some  extent, but  the land  owners  and  the Ward  are

independently  moving  for reform,  and  that's where  we  have  been

able  to come  in. This  is the  progress  that has  been  made,  and  is

an  example  of what  I want  to talk about  today:  cultural facilities

provide  the opportunity  to change  the  character  of  an area. Wald

9  was  built in Shinjuku,  and  a cinema  simultaneously  closed  on

the  other  side of  Isetan. When  the Shochiku  cineplex  in Kabuki-

cho  is completed,  what  in the  world  will  happen  to  Kabuki-
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新 宿にバ ルト9 がで きて、 伊勢丹 の向こ うの映画館 が一斉 に

閉館し た。歌 舞伎 町に松竹 のシ ネコンがで きたら、歌 舞伎町 の

映 画館 は一体 どう なる のか。 地方 都市 で起こ って い たこ とが 、

今後 は､ 都内 とか大阪 とか名古屋 で進 んでい く。そ ういう 中で 、

こうい う ひとつの ケース、つ まり映 画館があ る種の 文化とし て

再 開発の起 爆剤 になるポ テン シャルを持っ ている とい うこ とで

ご紹 介し まし た。

立 木：あ りがとうご ざい ます。ち ょっと驚 きのご報 告で、 パリ

のポ ンピ ド ゥー セン ターや 国立 図書館 な どの よう に、 風 俗街、

歓 楽街 に、 国や行 政が文化 施設を 作って新 しい 開発 をする手 法

はよくあ るんです が、民 間の、し かも堀越 さんの ような方が 加

担し て ラブ ホテ ル街を映 画館街 に変える という のは、驚愕で す

ね。 地方 の中心街 の衰退 というの は目に 余るも のが あり、 国も

そ の問 題をなん とかする といってい る にもかか わらず、 ちっ と

も改 善して いない 状 態で すが、 東京 の渋 谷とい う街 におけ る、

映画館 をめぐる街 の駆け 引 きとい うのが、 今のお 話で非常 にリ

アルに伝 わって きたか と思い ます。

青 森 県 ・ 八 戸 市 の 試 み

立木： 少し 私の 話もし たいと思い ます。 八戸市 の中心市街 地の

cho  cinemas?  What  happens  in suburban  cities will proceed  to

happen  in Tokyo, Osaka  and Nagoya.  I've given these examples

to show  the explosive potential for redevelopment  held by the

type of culture that cinemas provide.

Tachiki: Thank  you  very much.  It's a bit of a surprising report.

There  are often cases where  the government  or administration

builds cultural facilities in sex industry districts and  pleasure

quarters as a way  to encourage  new  development,  as with the

Paris Centre  Pompidou  and  the National  Library of France.

But  it's surprising that a private citizen, even  someone  such  as

yourself, can  support transformation from  a love hotel district

into  a cinema  district. There  is unacceptable  decay  in local

community  centers, and  the situation isn't improving,  despite

the government's  promises  to do something  about the problem.

But  I think the strategy regarding the Shibuya  area surrounding

the cinema  has been  conveyed  to us in a realistic manner  by this

presentation.

An  Experiment  in  Hachinohe  City,  Aomori

Prefecture

Tachiki:  I'd like to relate my  story as well. There  is a plan to

open  a facility for exchanges  between  tourists and  residents in

the urban center of Hachinohe  City, Hachinohe  Portal Museum
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観光交 流施 設、非常 に長い 名前 なので 、「八戸 ポ ー タルミ ュー

ジア ム ＝hpm 」 と呼 んでい ますが、 今、2010 年の 開館 を 目指

して 施設整 備を 進め てい ます。 八戸市 は 人口24 万 人 ほ どの典

型的地方 都市、港 湾都市で す。東北 新幹線 の ターミナ ルが 八戸

です が、2010 年 に なる とこ れが 青 森 まで延 び ます。 そ う する

と八戸が 衰退する のでは ない か と、 それ を阻止すべ くプロ ジェ

クトを立 ち上げてい るわけで す。そうい う行政プロ デュ ースで、

hpm の中 には、映 画の施 設、150 人 ぐらいが 入 れる よう な多 目

的ス タジオを持 とうとしてい ます。

八戸 市の 街な かに は、「八戸 フ ォー ラム」 とい う映 画館、 シ

ネコ ンがあ り ます。 も ともとイト ーヨー カド ーの ようなチ ェー

ン店が撤 退して空ビ ルに なっ てい たところ を地元 資本が引 き取

り、商業 施設を もう一度貼 り付け ようとし た。そこ に市民 上映

団体が介 入して、 山形を拠点 にし て、東北 の福島、 仙台、 盛岡

などで展 開し ている 地域密 着型 の シネコ ンを誘致し て、9 ス ク

リー ンの街 なか シネコ ンを作っ たんです。 最初 は廃 墟同 然のビ

ルの中 に映画館が ぽつ んとで きて、 上下 のフロ アは全部空 いて

いて、一 番下の 階だけ100 円ショ ップがあ る、 とい う壮絶 な状

態だっ たのです が、現 在はほ とんどすべ ての階 が埋 まり、 賑 わ

いを回復 してい ます。こ の映 画館 効果が てきめ んで、そ の周り

のビ ルも潰れて るんで すが、潰 れたところ か ら店舗がこっ ちに

- a long  name,  so it's called "hpm"  for short - in 2010,  and

development  of the facility is now  in progress. Hachinohe  City

is a port city and  has the population of a typical suburban  city,

240,000  people. The  terminal station of the Tohoku  Shinkansen

Line  is Hachinohe,  but  by  2010  this will  be  extended  to

Aomori.  When  this happens,  Hachinohe  may  decline, and  this

project should  help to prevent this. As  a creation of the city

administration, the  hpm  will contain  cinema  facilities and  a

multi-purpose studio that will hold about 150  people. Hachinohe

City  has  a cinema  called Hachinohe  Forum  and  a cineplex.

Originally, a chain store like Ito-Yokado  left the place, leaving

an empty  building, and  there was  an attempt to put commercial

facilities into it, once  more  using  local capital. A  local film

organization intervened and invited the Yamagata-based  regional

cineplex  company  - with  establishments  in Tohoku  such  as

Fukushima,  Sendai  and  Morioka  - to build a 9-screen  local

cineplex. Initially it was  a heroic effort, with the cinema  being

the only facility in the almost-ruined  building, with  all of the

upper  and lower  floors vacant with the exception of a 100-yen

shop  on the lower  floor, but now  almost all of the floors have

been  occupied  and  activity has been  restored. The  effect of the

cinema  was instantaneous, and stores from surrounding buildings

which  were  demolished  relocated to the cinema  building. The

cinema  attracts 200,000  customers  per year with its 9 screens.

移って きて い ます。 映画 館は9 ス クリー ンで年 間20 万 の 集客

があ る。 20万 とい っ て も、 昼 間そ の シ ネコ ンにリ サ ーチ と称

し て 入っ て みる と、 客 は2 、3 人 とか5 、6 人ぐ らい なん です。

実はこ れがボデ ィブロ ーのよう に効いてい て、塵 も積 もれば山

となるで 、そのビ ルに賑 わいを もたらしてい ます。

こ の既 存 の映 画館 が、hpm か ら200 メ ート ルぐ らい の距 離

の とこ ろ にあ る ので、hpm で はそ こ と タイア ップ して 何か や

りたい と思ってい ます。 子供の ための教育 プロ グラムや、 もっ

と街な かで映 画を見て もらう ようなプロ グラム にする。 市の機

関です ので老 人、 福祉 関係の施 設もhpm に呼び 込む んで すが、

例えば 高齢者 の方 が 単に健康相 談にく るだけじ ゃなく、つ いで

に映画 を見て帰 りたい とい うニ ーズもあ るので、 それ と映画の

プ ロ グラムをつ なげてい くとか、 そうい う行政的 な機能 と映画

をつ なげ たこ と をプロ グラ ムして い ます。 10万 人ぐ らい 映画

人口が伸 びる ようなプロ グラ ムです。こ のよう に映画を 地方の

中心市街 地で重要 な位置づ けとして 考えてい ます。

では、 次に北條 さんか ら川崎 の取り組 みについ てお話 をいた

だ きたい と思い ます。

川 崎 市 ア ー ト セ ン タ ー ～ ま ち づ く り か ら 生 ま れ た 「 公

共 映 画 館 」

Even  saying  200,000  when  I went  into the  cinema  during  the

daytime  under  the guise  of doing  research,  there  were  audiences

of  two  to three, and  four  to five. This  actually  has  the  effect of

a  body  blow,  and  even  as dust  builds  up  to become  a mountain,

the  cinema  at least brings  some  activity  to the  building.  This

pre-existing  cinema  is about  200  meters  from  hpm,  so  I'd like

to  do  some  kind  of  tie-up  between  it and  hpm.  There  will  be

educational  programs  for  children,  and  programs  designed  to

encourage  more  local people  to view  films. It's a civic agency,

so  we  invite  facilities related  to the  elderly  and  social  services

as  well,  but  for  example  the  elderly  don't  just come  in for  a

health  check:  they  also  have  the  desire  to watch  a film  before

going  home,  so  these  programs  connect  with  film, and  connect

administrative  functions  with  film. It's a  program  designed  to

increase  the film  population  by  about  100,000.1  think  of film as

having  an  important  position in local urban  centers  in this way.

Now  I'd like to ask  Mr.  Hojo  to speak  about  the  initiatives in

Kawasaki.

Kawasaki  Art  Center ―The  "Community  Cinema"

Born  from  City  Planning

Hojo:  I'll report  on  the  Kawasaki  Art  Center,  which  opened

exactly  one  year  ago,  and  especially  on  the  Artelio  cinema

housed  in  the  Center.  This  is not  a cultural  facility that  was
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北條 ：ちょ うど、1 年 前の 今頃、開 館し ました 川崎11｣‘アー トセ

ン ターにつ いて 、特にその 中の アルテリ オ映 像館 につ いて ご報

占させてい ただ きます。こ れは 川崎Iljで計 画的、 意図的に 作ら

れた 文化 施設で はないの ですが、 でもで きたか らにはしっ かり

運営 し て、現 在ではか なり定 着し てき ました。場所 は川崎Iljの

北 部、麻 生|)くの 新lj 介ヶ|至です。 川jll屈j が 政令指 定都巾 になっ

た40 年 前に多 摩l)(が発足 し、麻 生卜(は26 年 前に 多摩IXか ら分

|)(してで き まし た。麻生|刈 よ農住地|)(で､ 束京のベ ッド タウ ン。

新宿 から 小|||急 線快 速で20 分 とい う非 常 に φl地の良 い ところ

であ り、川 りは 山と炬 と農場で 今 朗荊発が進 んでい ます。

分|友した時 には、緑 と農 業し かなく、 ほとん ど産業 も会社 も

あ りませんでし た。麻 生|)(は 束京に近 く、地価 も安 い、 文化 芸

術関 係の 大がい っぱい 住んでい る。意 図的に 誘致もし たような

んで すが、出版関係 軒レI･･1‘楽や 人学 の先生が引 越して こられ た。

劇団 では民 藝、飛行船 など 多数が小|||急 線の 川崎 側 に、 張 り付

い ている わけ です。 多摩 川を 渡る とと たん に地価 が安 くな り、

今渋 谷で300  万 と仰っ てい ました が、300 万あ っ たら麻 生|乂で

はtil-11広いll 地が 買え るん です。 でヽす から、[ 芸術 の街] とい

う コンセプ トはlil,い段 階か らあ り ました。 神余川県 とい うの は

人目 的に 人きい県で すが、 川崎Iliは2 番 川の 政令 都Iに､ 県庁所

在地は横 浜なので、 网万物館 も県､y ホー ルも令部横浜 にあ る、 川

systematically  and  intentionally  built by  Kawasaki  City, but  after

completion  it has  been  well  managed  and  has  come  to be  very

well  established.  It is located  in Shinyurigaoka.  in Asao-ku,  in

the  northern  part  of  Kawasaki  City.  Kawasaki  City  became  an

ordinance-designated  city  40  years  ago  and  Tama-ku  was

inaugurated  at that time.  Then.  26  years  ago.  Asao-ku  separated

from  Tama-ku.  Asao-ku  is a  rural-urban  district, a bedroom

community  of  Tokyo.  It is very  well  located,  20  minutes  from

Shinjuku  on  the  Odakyu  Line  Express,  and  the  surrounding

mountains,  fields and  farms  are  now  being  developed.  At  the

time  it became  a separate  district, there was  nothing  but greenery

and  agriculture,  and  almost  no  industry  or  offices. Asao-ku  is

close  to Tokyo,  land  is cheap,  and  it is home  to many  people

related  to  art and  culture.  There  was  an  intentional  lure,  and

publishers,  music  and  university  teachers  have  moved  here.

Speaking  of  theater  groups,  many  such  as Mingei  and  Hikousen

have  based  themselves  on  the Kawasaki  side of  the Odakyu  Line.

As  soon  as  you  cross  the  Tamagawa  River, land  becomes  cheap.

We  just heard  the  astronomical  amount  of  900,000  yen.  but  if

you  had  900.000  yen  you  could  buy  a very  large plot in Asao-ku.

So  the concept  of  a "city of  art" was  there  from  the early stages.

Kanagawa  Prefecture  is a prefecture  with  a large population,  but

Kawasaki  City  is the  second-largest  government  ordinance  city.

The  capital of  the prefecture  is Yokohama,  so  all of the museums
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崎 の 税 金 が 个 部 横 浜 に い っ て し ま う( 笑) 。llj 民 の み が 納 め て い

る 県 民 税 が 令 然 川 崎 に こ な い の で 、 県 民 ホ ー ル の 第 く 会 館 を 川

崎 に 作 っ て ほ し い と 要 望 し た､ ／1111､5a/)lll･l j°t J I I り､り91'｣.i･ 1ま　一応OK

を 出 し た ん で す が 、 人 き な ホ ー ル を 作 る か ら に は 芸 術 文 化 が 受

け ら れ る 街 と し て 鳥 ま ら な け れ ば い け な い 、 そ れ じ ゃ あ み ん な

で 芸 術 を 愛 そ う と 、 意 図 的 に 芸 術 の ま ち づ く り を 始 め た わ け で

す 。

そ の あ と 、 我 々 は 生 汨 学 習 施 設 作 り に も 収 り 組 み ま し た 、 日

本 映11111学 校 を 横 浜 か ら 誘 致 し て き た し 、 昭 和I'･i一楽 人 学 も 厚 木 か

ら 都 心1111帰 で 戻 っ て き た 。 駅 か ら2 、3 分 の と こ ろ に こ の ふ た

つ が あ る 。 そ う い う[ 芸 術 の 街] づ く り が 始 ま り 、 い ろ ん な も

の が で き て き た 。II,'Ull･ 人 が 約L･100 人 の オ ペ ラ ハ ウ ス を 作 っ

た の で､ そ う い う 人 き な 施 設 は も う 要 ら な い 、 で は｢ 芸 術 の 街:

の 核 と な る セ ン タ ー を 作 ろ う と 、Ilj 民 囗 ぺ民 の 皆 様 と 話 し 介 っ

て き ま し た 。 最 初 は ホ ー ル 関 係 、 練 習 場 、 ギ ャ ラ リ ー が 少 な い

と い う 話 が 中 心 で し た が 、 い ろ い ろ 理 論 を 考 え て あ と 付 け す る

よ り は 、 今 あ る 良 い と こ ろ を 仲 ば そ う と い う 川lllむ11jの 政 策 の も

と 、 こ こ に は 川 本 映 画 学 校 が あ る ］| 罸|la 人 が き た と い う こ と

で 、200 席 ぐ ら い の 劇 場 と 、100 席 の 映 像 ホ ー ル の 大 っ た ア ー

ト セ ン タ ー が で き た わ け で す 。

積 極 的 に 映 山 館 を 作 っ た か と い う と 、 残 念 な が ら そ う で も あ

and  prefectural  halls arc in Yokohama  - all the  Kawasaki  taxes  go

to  Yokohama.(laughter)  The  residents'  prefectural  taxes  don't

come  to Kawasaki  of  course, so there was  a demand  tor a second

prefectural  residents'  hall to be  built in Kawasaki.  The  prefectural

governor  at the time  gave  tentative approval,  but  in order  to build

a  large hall the  level of  receptiv ity to ail and  culture in the  area

had  to be  raised, so  intentional  city planning  began  to foster  a

love  of  the  arts.  After  this,  we  became  involved  in  the

construction  of  a lifelong study  facility. The  Japan  Academy  of

Moving  Images  was  lured  from  Yokohama,  and  the  Showa

Academia  Musicae  also  returned  from  Atsugi  to  revitalize  the

city  centre.  These  two  facilities are  a  few  minutes  from  the

station. Construction  of  this "art city" began,  and  many  things

have  been  built. The  Showa  Academia  Musicae  built an  opera

house  for  about  1.400  people,  so  a facility of  that size  is no

longer  needed.  So  to  build  a  center  as the  nucleus  of  the  "art

city," we  met  and  spoke  with  city and  Ward  residents.  Initially,

the  talk centered  around  the  lack  of  halls, practice  spaces  and

galleries,  but  after thinking  of  various  theories  based  on  the

Kawasaki  City  policy  of  expanding  the  good  places  that  we

already  have,  the  Japan  Academy  of  Moving  Images  and  the

arrival of  the Showa  Academia  Musicae,  a theater seating about

200  people  was  constructed,  along  with  an  art center  in a film

hall seating  100.  It's a shame  that the construction  of  the cinema
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り ませ んでし た。我 々 の文化 財団 が指 定管 理者 となっ た時 に、

こ こで毎 日映画を上 映する という コンセプト を出し た わけ じゃ

ないんで す。 どち らか とい うと、映 画学 校の学生 の発表の 場が

ないだろ うから、 貸館をし たら どうだろう という案 も出 たんで

す｡ すぐ隣 に1,000 人の市 民館 ホールがあ る。 100人のホ ールで、

1 日単位で フ ィルムを 借りる と高い わけ です。 興行館 なら安 く

借り られ ます が、100 席 のホ ールで 映画事業 を やって 成り 立つ

のかと心 配し まし た。 私 も実際、非常 に難し いんじ ゃない かと

思っ た｡ ここ を映像 ホールにす るこ とを 考えた時 にも､新百 合ヶ

丘では「KAWASAKI し んゆり映 画祭」 が、 今日 も初代実 行委

員長の白鳥あ か ねさ んがい らしてい ますが、 実行 委員会を作 っ

て10 何年 も行 われ てい ます ので、そ の方 た ちの発 表 の場 にも

で きるんじ ゃないか、 そうい う大 たちに も貸そうか、 な どとい

う安 易な発 想もあり まし た。

私 はそ の前 に川崎 市 の総 合企 画とい う部 門に もい ました が、

そこ では川崎 市全体 の まちづ くり のコンセプ トを考 えてお りま

し た。ご承 知の通り、 近年 は、行 財政改革が 進め られて民 間で

で きるも のは民 間の力 でや る、と なっ てお り ます。 川崎駅 前に

は、 観客動 員全国一 のチ ネチ ッ タとい う地元 の シネコ ンがあ り

ますが、駅 前のデパ ートを 改築し た時に東宝 の シネコンが 入り

まし て、や はり川崎 駅近く の東芝 の土地 を開発し た時に東急 の

wasn't  done  proactively.  When  our  cultural foundation  became

the  designated  administrator,  we  hadn't  proposed  the  idea  of

showing  films there every  day. What  we  did  was  propose  the  idea

of  a rental  hall, since  there  were  no  places  for  film  school

students  to present  their films.  There's  a civic  hall for  1,000

people  right  next  door.  Renting  a  100-seat  hall for  a film  on  a

per-day  basis is expensive.  If it was  an entertainment  hall it could

be  rented  cheaply,  but  we  worried  about  the feasibility of  running

a  film business  in a 100-seat  hall. I also actually  thought  it would

be  very  difficult. When  we  were  thinking  of  turning  this into a

film  hall,  we  had  various  simple  ideas  such  as  using  the

presentation  space  of  the Shinyurigaoka  "KAWASAKI  Shinyuri

Film  Festival"  since  its executive  committee  was  formed  over  10

years  ago  - the  founding  executive  committee  chairwoman,

Akane  Shiratori, is here  with  us  today  - or renting  it to people

like  them.  Before  this, I was  in the  general  planning  division  of

Kawasaki  City, and  there  I thought  of  the concept  for  district

creation  in all of  Kawasaki  City.  As  you  know,  administrative

and  financial reform  in recent  years means  that what  can  be done

by  the private sector  is done  with  the power  of the private  sector.

In  front  of Kawasaki  Station  is a local cineplex  called  Cinecitta,

which  has  the  nation's  #1  attendance  figures,  but  when  the

department  store in front of  the  station  was  remodeled,  a  Toho

cineplex  came  in, and  then  of  course  when  Toshiba  land  near

109 シ ネマ ズが 入り まし た。 川崎 駅 周辺 に は30 数 ス クリ ー ン

のシネ コンがしの ぎを削って いる。新百 合ヶ丘 駅にもワ ーナー･

マ イ カルの10 スクリ ーンの シ ネコ ンがあ り ます ので、 市民 は

別に映 画に困って いる わけじゃ ない 、映 画をやる ならそこ でや

ればいいじ ゃ ない かと思 ってい た。 しかし 、「し んゆり映 画祭」

で やってい る よう な映画 は発表 の機会が 少ない、 日本映画 学校

の生徒 さんもいる、 じ ゃあ 映像 ホールを作ろ う、そ ういう 人た

ちに借 りて も らっ て、う ちは家 賃で もも らえばいい かな と思っ

て いたんで す。

ところが 、やっ てみて 分かっ たんですが、 この1 年 間貸館 の

機会はほ とん どあ り ませ んでし た。 映画製 作者か らの上映作 品

の持ち 込みはあ りますが、こ こ を借りて 自主的に上 映をやろ う

という 人たちは非常 に限 られてい る。 そうい うこ とで、方 向転

換 した わけ では ない ですが、 指定管 理者 とし て映 画関係者 の方

のいうこ とを聞い て、 とにかく、毎 日上映 するとい うこと に決

めて、 現在で は毎 日4 、5 回上 映 する常 設の 映画館 と なって お

ります。

当初、 私な どは、 毎日そ んな に上 映して 大丈夫か と心配し ま

し た。 オープ ンの 時は映 画祭企 画というこ とで、 たくさんお 客

さん が きた ので すが、 映 画祭 が 終 わっ たと たん にお 客 さん が

減 り、去年 の12 月 から今年 の2 月 頃はお客 さんがO とい う日、

Kawasaki  Station  was  being  developed,  Tokyu's  109  Cinemas

came  in. There  are  30  cineplex  screens  fiercely competing  with

each  other  in  the  area  around  Kawasaki  Station.  At

Shinyurigaoka  Station  there  is also  a 10-screen  Warner  Mycal

cineplex,  so residents are not  at a particular loss for films, and  we

thought  if we're  going  to do  it we  should  do  it there. However,

there  are  students  of  the Japan  Academy  of  Moving  Images  with

few  opportunities,  such  as  the  "KAWASAKI  Shinyuri  Film

Festival,"  at which  to  present  films,  so  I thought  we  should

construct  a visual  hall and  rent it to them,  thinking  it would  be

fine  if we  were  just able to pay  the rent. It happened  that we  tried

it and  realized  that  in  the  last  year  there  were  almost  no

opportunities  to  rent  out  the  hall. Films  are  brought  in  by

filmmakers,  but  the  number  of  people  who  will rent  the  place

and  independently  show  films  there  is very  limited. Because  of

this, we  didn't  change  direction,  but  we  listened  to  what

designated  administrators  related to film  had  to say, and  in the

end  decided  to  show  films  every  day,  so  the  space  is now  a

permanent  cinema  with  four to five screenings  every  day. At  first,

I  worried  about  whether  or not it would  be  alright to show  films

every  day.  The  opening  was  done  with  a film  festival plan, so

many  people  came,  but  as  soon  as  the  film  festival  ended,

audience  numbers  decreased.  Between  December  of  last year

and  February  of this year  there were  days  with  no  customers  and
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一桁 とい う日 もあ り まし た。 で も、 ス タッフが熱心 で、寝 食忘

れて仕 事をしてい る。私 は「 とにかく休 め」と「そ んな に夢 中

で働 くな」 といつ もいっ て まし た。 いろ んな地方で 映画館 が潰

れてい ると聞 きますが、 こち らも、 客が 入らなけ れば潰 れちゃ

うぞ とい う状態 での ス タートで し た。 私 は「 もうそ う働 くな、

休映 日も設けろ」 といい まし て､ 休映 日も設け ました。し かし、

休映 日に新 しい 映画 の試 写をや ら なけ ればいけ なかっ た ので、

「 じ ゃあ どうす るん だ」 という と、「前 日 の上 映が終っ たあ と、

10 時か ら見 ます」 という、「じ ゃあ 、いつ 寝る んだ」 とい う話

になっ てくるんで すね。

今 はだい ぶ落ち着い てき まし て、 スタッフの 努力 のお 陰で1

日100 人 ぐらい 入 ります。O とか一 桁とい う 日もな くな りまし

た。 会員制 度 も作り、 今 日現在 会員 は1232 人 です。 ち なみに

会員 第1 号 は私の家内 です。「誰 もい ないと みっ と もない 」 と、

うち の家内 を入れ たんですが（笑）、 そ んな内情 でス タート し た

映 画館で す。「し ん ゆり映 画祭」 も ワー ナー・マ イ カルで やっ

てい ましたが、 今はこ の映画館を 使ってい ます。

今 後のこ とで すが､ 市民 から「こ ういう映 画をやっ てほしい 」

とい う要望 もきてい ますし、上 映作品 の選定や 運営 など、 ここ

はバリ アフリ ーとか などの新し い試 みもしてい ますの で、 まだ

まだやらなけ ればいけ ないこ とはた くさんあ ります。 私ど も川

days  with  numbers  in the single  digits. But  the staff members  are

fired up,  forgetting  food  and  sleep  to work.  I always  told them

"Just  take a break"  and  "Don't  be  so engrossed  in your  work."  I

hear  about  cinemas  going  bankrupt  in various  rural areas and  of

course  we  started  with  the  situation  that  we'd  go  bankrupt

if  audiences  were  thin. I said "Let's  not  work  like this anymore:

let's have  a day  on  which  films  aren't  screened  for  the public,"

and  that's what  I did. However,  on  those  days  we  had  to preview

the  new  films, so I wondered  what  to do  about  that and  decided

"We'll  view  them  starting at 10pm  after the films of  the day  have

been  shown,"  and  then  it was  "OK,  when  will we  sleep  then?"

The  situation  is much  calmer  now,  and  thanks  to the  efforts of

the  staff, we  have  about  100  audience  members  per  day. There

are  no  more  days  with  zero  audience  members,  or  numbers  in

the  single  digits. We  also  created  a membership  system,  and  as

of  today  we  have  1,232  members.  The  first member  was  my

wife.  She  joined, saying  "It would  be  a shame  if you  didn't  have

anyone."  (laughter)  That's  the  inside  story  of  how  the  cinema

started. The  "KAWASAKI  Shinyuri  Film  Festival"  was  held  at

Warner  Mycal,  but  now  they  use  this cinema.  This  is a topic for

the  future, but  there are requests  from  residents to show  a certain

type  of  film, and  we're  testing  new  things  like  selection  and

management  of films, barrier-free operation,  etc. so there are still

lots  of things  that must  be  done.  We're  designated  administrators
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崎 市文化 財団が 指定管理 者なの で、運営 費は市 からい ただい て

い るお 金が基本 になり ますが、 入場収 入もか なり増えてい ます

ので、こ れか ら一層館 の充実を 計ってい きたい という ところ で

す。 こ の映画館 は、ス タッフを はじめ、 映画祭 関係者の熱心 な

努力に よって常 設に なり、 毎 日上映し てい るこ とによっ て徐々

に市民 に定着しつつ あ り ます。 じゃあ歩い て5 分のところ にあ

る シネコンとの 関係は どうかとい えば､ フ ィルムの 選定などで、

今の とこ ろ棲 み分けがで きてい て、互い に特 に悪 影響 はないと

い う状 況で す。 シネコ ンは作 品の 回転が 早くて、 一応、2 週 間

ほ どやっ て は ます が、 少し で もお 客が 入 らな い と朝一 番し か

やってい ない、 夜やっ てい ない という ふうに なる。そう する と

見逃し てし まう んです ね。私ども の映画館 は夜もやっ ているし、

名画 もやるし、 かなりフ ァ ンが定 着する と思い ます。

こ の街 に昭 和音 大が引 越し て きて、我 々の ホ ールも含 めて、

今で は9 つ のホールが 駅近辺 に集 まって います｡ この9 つ のホ ー

ルが一 緒に なり、 劇団とも協力 して、 来年の ゴー ルデ ンウ ィー

ク に、「ア ルテリ ッカし ん ゆり2009 」 という 芸術 祭を開 催する

こ とになり ました。 未来性 も考え、川 崎市内 だけで なく、小田

急 沿線、 新宿 から小 田原 まで 「ここ にアル テリ オ映像館 、ここ

に川崎 ア ート セン ターあ り」､とい うこ とを 訴えていこ うと思っ

てお り ます ので、皆 さんぜ ひ、 関心 を持ってい ただ きたい と思

of  the Kawasaki  City  Cultural  Foundation  so  the  management

fees  paid  by  the  city become  our  basic  funds,  but  the  income

from  cinema  entrance  fees has  really increased,  so  we're  now  at

the  stage  where  we  can  plan for a more  fully enriched  cinema  to

be  realized  in the  future. This  cinema  became  permanent  first of

all through  the efforts of the staff, and  through  the zealous  efforts

of  those involved  in the  film festivals, and  is gradually  becoming

established  among  the  residents  through  the  daily  showing  of

films. To  speak  of  the relationship  with  the cineplex  that is a five

minute  walk  away,  we  distinguish  ourselves  through  film

selection  and  don't  have  a bad  effect on  each  other. The  cineplex

rotates  films  quickly,  about  every  two  weeks,  and  if the number

of  customers  goes  down  just a bit the films  only  get  shown  first

thing  in the morning,  not the evening.  You  can  lose good  business

that  way.  Our  cinema  shows  major  films in the  evenings,  and  I

think  will secure  a lot of  fans. The  Showa  Academia  Musicae

moved  to this community,  and  so now  there are  nine halls in the

area  around  the station, including  ours. These  nine  halls, with  the

cooperation  of  theatrical troupes,  will come  together  in Golden

Week  of next  year  and  hold  the  "Arte  Ricca  Shinyuri  2009"  art

festival.  Thinking  of  the  future  as  well,  we're  planning  to

promote  the  Artelio  Cinema  and  the  Kawasaki  Art  Center  not

only  in Kawasaki,  but  all along  the  Odakyu  Line  from  Shinjuku

to Odawara.  We  hope  that all of you  will have  an  interest in this.
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い ます。

もうひ とつ、 川崎 には映 画学校があ ったり、 シネコンが たく

さんあっ たり、 臨 海部には撮 影ス タジ オがで きたりし たこ とか

ら、 この6 月から 川崎 は「映 像の街」 という フ ォーラムを 立ち

上げ、ここ 何年か かけて徹底 的に 川崎 を「映 像の街」 にし てい

こう、 とい うこ とになり まし た。 商工 会議所 の会長 がフ ォーラ

ムの座長で､ 乗 り気 ですし、川崎 で映像 を作る コンテ ンツ産業、

あるいは 映画学 校の人材を 拡大させ る。 もうひ とつ シ ネコンが

川崎の真 ん中にで きる とい う噂もあ り、そ うする と5 つ のシ ネ

コ ンで客 の奪い合 いに なっ てくる可 能性 もあ り ますが、そ のと

ころを きちんと とらえ直して､ 観客の 層を広げ ることを 考える。

また、 映画 の研 究につ いて は、 立木さ んが 川崎 にい らし た頃、

20 年前 に 川崎市 市民 ミ ュ ージア ムが で きて、 ここ に は映 像部

門があ り、学芸 員がいろ んな研究 をしてい る。こ ういっ たすべ

てを 揃え て、「映 像の街 」 という のを 大々的 に とりあ えず ぶち

上げて みた。川崎 は「 音楽の街」 ともい われてい て、こ れは市

長が とりあえず 「音楽 の街 」 とい ってい れば本当 にみ んなその

気 になっ て くる だろう、 という作 戦を とって5 年間続け てい ま

し たら、「音 楽の 街」 と ネットで 検索 する と川崎 と 出る よう に

なっ てきた んで すね。 浜松じ ゃないんで すよ、 今は川崎 が出る

んで す。 そ のうち「映 像の街」 といえ ば川崎、 と出る よう に努

力し たい と思ってい ますし、 ア ート セ ンターも増 々充実させ て

い きたい と、 まだ まだ未熟 でござい ますの で、皆 様のお知恵 を

貸し てい ただ きたい と、そ のように思 ってお ります。

立木：あ りがとうご ざい ます｡ 川崎 も壮 絶な シネコ ンパド ルで、

し かも新 百合 ヶ丘だけで9 つ も ホールがあ ると。 川崎市 アート

セ ンターは、そ の中にあ るア ート系 映 画館 で、し かも今 サラリ

と1 日100 人と仰っ て まし たが、こ れはすご い数 字だな とい う

印 象を受 けてお り ます。 また、 スタッフが 寝食忘 れて働い てい

るのを 「耡く な」 と戒め たと、こ れは決め手 の台詞な のかなと。

なぜ、街 に映 画館 なのか、 とい う真実 を聞いた ような気 がし ま

すが。続 き まし て、さ まざ まな街の再生プ ロ ジェ クト に携わっ

てい らっ しゃ る小 泉さ んから、 う まくいっ てい る事例、 う まく

いってい ない事 例、いろ いろご 存知 だと思い ますが、映 画と街

の どのような とこ ろ に親和性が あるの か、 また地域を振 興して

い く上 で何か 成功の 決め手に なるのか、 お話しい ただけ れば と

思い ます。

街 な か 再 生 の 現 状

小泉 ：私の専 門はご 紹介あっ た よう にまちづ くりで、 映画は 詳

し くない ので すが、8 月 の仙台 での 全国コ ミュニ テ ィシネマ 会
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One  more  thing  is that in Kawasaki  there  are  film  schools  and

many  cineplexes,  and  film studios  have  sprung  up  in the  coastal

areas.  So  from  June, Kawasaki  launched  a forum  called  "City  of

Visual  Images,"  and  use  this for  several  years  to  thoroughly

promote  Kawasaki  as a "City  of  Visual  Images."  The  chairman

of  the  Chamber  of  Commerce  and  Industry  is  the  forum

chairman,  and  has  great interest in it, and  so this will expand  the

visual  content  industry  in  Kawasaki,  as  well  as  the  human

resources  at film schools.  There's  a rumor  that one  more  cineplex

will  be built in the center  of Kawasaki,  meaning  it's possible  that

there will be five cineplexes  scrambling  for customers,  but  if this

is used  correctly  it could  expand  the audience  layers. Also,  with

regard  to film  research,  about  20  years  ago,  when  Mr.  Tachiki

came  to Kawasaki,  the  Kawasaki  City  Museum  was  constructed,

with  a visual  category,  and  the  curators  are  engaged  in  various

kinds  of  research.  With  all of  these  factors  in place,  we've  tried

to promote  this  "City  of  Visual  Images"  on  a  large  scale.

Kawasaki  is also  called  a "city of  music."  This  was  a five-year

strategy  of  the mayor  that everyone  would  be  interested  if it was

called  a "city of  music,"  and  so  now  if you  do  an Internet  search

for  "city of  music,"  Kawasaki  will show  up.  It's not  Hamamatsu,

now  Kawasaki  shows  up.  I'd like to put  in efforts so  that in the

near  future  Kawasaki  will show  up  if you  enter  "City  of  Visual

Images,"  and  to  greatly  enhance  the  Art  Center.  We're  still
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inexperienced,  so  I'd like to draw  on  all of  your  wisdom  in this.

Tachiki:  Thank  you  very  much.  Kawasaki  has  also  had  a

heroic  cineplex  battle, and  furthermore  there  are  nine  halls in

Shinyurigaoka  alone.  Kawasaki  Art  Center  is an  art cinema  in

this  environment,  and  even  though  the attendance  of  100  people

per  day  was  just mentioned  deferentially, my  impression  is that

this  is a  great  number.  Also,  I wonder  if the  warning  to "not

work  so hard"  to the  staff who  were  forgetting  to eat  and  sleep

was  the  deciding  factor. I feel like I've just been  told the actual

reason  for having  cinemas  in the  local community.  Continuing

on,  I'd  like  to  ask  Mr.  Koizumi,  who's  involved  in  various

community  revitalization  projects, to tell us  about  examples  of

success,  examples  of  failure and,  although  you  may  already  be

aware  of  it, what  the points  of  affinity are between  film and  the

community,  as  well  as  what  factors  determine  success  in the

promotion  of  local areas.

The  State  of  Community  Revitalization

Koizumi:  As  mentioned  in the  introduction,  my  specialty  is in

city  planning,  and  although  I'm  not  that knowledgeable  about

film, I attended  the National  Conference  of Community  Cinemas

in  Sendai  in  August  and  began  to  think  of  the  connections

between  community  cinemas  and  city planning,  which  is why  I
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議に参加させていただき、多少コミュニティシネマとまちづく

りの接点を考えてみようかと思い、それで今回ここに呼んでい

ただきました。その時にもお話ししたんですが、例えば地方都

市中心部のまちづくりの現状がどうなっているかというと、先

ほど長野市の例で竜野さんからお話がありましたが、完全に車

社会なんですよね。住む場所はもちろん、働く場所、買物もレ

ジャーもすべて郊外に移っていて、車で生活している。そうす

ると中心部はガラガラになり、駐車場が増え、駐車場にもなら

ないところが空地になっている現状が、相当一般的になりつつ

ある。

一方、最近の新しい流れとしてはマンションブームで、街な

かに人が戻ってきている。高齢者とか若年世代中心に、新しい

人が中心部に入りつつある。これは経済のメカニズムの中で需

要が生まれてきたということです。郊外の一戸建てを管理する

よりも、街なかのマンションの方が住みやすい。また街なかで

歩いて飲みに行ったりする方が楽しい、と考える人たちが増え

てきたということです。

それから、政府の政策としても、地方都市の街なかの再生と

いうことについて、相当強力にいろんな政策に力を入れていま

す。例えば、郊外部にシネコンも含まれるような大きなショッ

ピングセンターを、なるべく建てないようにしようという政策

was  invited to be  here  today. I spoke  about  this on  that occasion

as  well, but  as an  example  of  the  current  state of  city planning

in  the  central area  of  a suburban  city, Mr.  Tatsuno  just spoke  of

the  example  of  Nagano  City,  a  completely  car-based  society.

People  rely  on  their cars  to get  from  their  homes  to  work,  to

shop  and  for leisure - it's all in the  suburbs.  Because  of  this, the

current  situation  is gradually  becoming  one  where  the  central

areas  become  empty.  There's  an  increase  in  the  number  of

parking  lots, and  the  space  that can't  even  be  used  for  parking

lots  is left as  empty  land.  On  the  other  hand,  there  has  been

a  recent  condominium  boom,  which  is bringing  people  back

to  the  communities.  New  people,  mainly  the  elderly  and  the

younger  generation,  are  coming  into the  central  areas.  This  is

a  demand  that was  born  through  financial  considerations.  It's

easier  to live in a community  apartment  than  to manage  a stand-

alone  building  in  the  suburbs.  There  are  also  an  increasing

number  of  people  who  find  it enjoyable  to walk  around  the

community,  going  out  to drink,  etc. Also,  a lot of strong  effort is

being  put  into government  policy  with  regard  to revitalization of

communities  in suburban  cities. For  example,  there  are  policies

to limit as much  as possible  the number  of  big shopping  centers

with  cineplexes  that are built in the suburbs,  making  it difficult

to  set up  new,  large-scale  stores. Instead,  there  is a movement

to  take  the  investment  of  the  residents  and  use  it to stimulate
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に なり、新 しい 大規 模 な出店 とい うの は難し くなっ てい ます。

その代 わり、街 なか に民 間の投 資を引 き込 むように、 呼び水 と

なる ような 公共的な投 資をし よう とい う動 きになってい る。 だ

か ら、 例えば コミュ ニテ ィシネマの ような ものを建設、 また は

長野 の事例の ように既 存の スト ッ クを活用して 、そこ に少しお

金をか けて再 利用す るよう な事業を 行いたい というこ とにな れ

ば､ そ れは比較的 やりや すい状況 になって きた とい うことです。

大都 市の方 は､先は どもあ り まし たよう に「 都市再生」がキ ー

ワ ードで す。 どん どん 再開 発やろ う と、 ここ10 年 ぐらい で す

か、 例えば東 京の都心 部の大 きな跡 地、 まさにこの 六本木ヒ ル

ズがそ の象徴 なんで すが、 まと まっ た土地が どん どん再開発 さ

れてい ます。 その一 方で、 例えば東 京でも大 阪で もいい んです

が、 都市の持 ってい る裏路地 とか雰 囲気のあ る飲屋街 がどん ど

ん なくなって いる。 先は ども新宿歌舞 伎町 の映画館が シネコ ン

の進 出でな くなる んじゃない か、 とい う話があ り まし たが、 ま

さ にそ ういう ことが 起きてい て、そ れは近代 的な都市 開発 とい

う もので、 昔から 日本が持っ てい た路地 とか雰囲気 のある飲屋

街 を置 き換 えていこ う、 とい うこ とが民 間の開発ベ ースで行 わ

れてい る。そ れを どう考え るかで、多 分小 さな映 画館 の経営 と

か条件 が変 わるので はない かと思っ てい ます。 こ れからお話し

す るのは、 どちらか という と前者 の方、地方 都市で、 じゃあ コ

public  investment.  So,  for  example,  constructing  something

like  a community  cinema,  again  in the  example  of  Nagano

where  they  use  existing  stock  - and  if a business  desires  to add

a  little more  money  to it and  re-use  it, it can  be  done  relatively

easily. In  large  cities, "city  revitalization"  is a  key  phrase,  as

mentioned  previously.  Thinking  of  redevelopment,  in  the  last

10  years,  there  have  been,  for  example,  large  areas  in central

Tokyo  - Roppongi  Hills  is symbolic  of  this - where  sites are

being  amassed  and  redeveloped.  On  the  other  hand,  in  Tokyo

or  Osaka,  for  example,  city-owned  areas  with  atmosphere,  such

as  drinking  areas  in  back  alleys, are  gradually  disappearing.

We  just heard  about  how  a cinema  in Kabuki-cho  in Shinjuku

may  disappear  due  to the  progress  of  a cineplex.  This  type  of

thing  is modern  city development,  so  the alleys and  atmospheric

drinking  areas  which  Japan  has  had  for  a long  time  are  now

being  replaced  by  a private sector  development  base. Thinking

about  this, I think  that  probably  the  management  and  other

conditions  of  a small  cinema  will  change.  What  I would  like

to  talk about  now  will focus  on  what  I mentioned  earlier: what

should  be done  regarding  community  cinemas  in suburban  cities.

There  are  several general  principles  in city planning,  and  if based

on  these  principles,  I think  that the  recovery  of  cinemas  will

be  successful.  One  of  these  is the  importance  of  diversity and

locality. For  example,  the  plan  that Mr.  Horiguchi  proposed  in



ミュニティシネマみたいのはどうすればいいか、フォーカスを

当てて話したいと思います。

まちづくりにはいくつかの原則があり、その原則に基づきな

がら、映画館を取り戻すことをやっていくとうまくいくんじゃ

ないかと思っています。そのひとつは、多様性、地域性を重視

するということ。例えば長野で堀口さんが提案してくれたプ

ランはオリジナリティがあるし、地域の文脈をよく読んだ戦略

ですよね。その地域の文脈をよく嗅ぎ取って、うまく戦略を作

るというのが大事なことです。例えば今お話がありました新百

合ヶ丘で、どのように文化やアートや映画の街を作るかという

こととはまったく違うし、円山町で映画の街をどのように作っ

ていくかということともまったく違う、というように、地域性

を重視する必要がある。地域の文脈をどう読み解くのか、その

中に映画とかアートをどう位置づけるのか、というのがポイン

トだと思っています。

その戦略というのは、絵に描いて将来こうなります、と示す

よりも、「プログラム」つて堀口さんも仰ってましたが、僕の

いうプログラムは少し違って、段階的に進めていくという意味

のプログラムです。プログラムとして徐々にやっていくことが

大切で、一気に、例えば建物としてのコミュニティシネマみた

いなものを作って運営します、とやろうとすると失敗してしま

う。いろんなことで、営業的に失敗するかもしれないし、企画

運営の体制が整わなくて失敗するかもしれないし、ほかの映画

館の横槍が入り、やる前から失敗するかもしれない。それより

は、やはりもう少し柔らかな、現状でできることを試行錯誤し

ながら、少しずつ具体的にやりたいことに近づいていくような

やり方がいいと思います。それがふたつ目のポイント。

それをやるためにも、いろんな人との連携とか合意形成が重

要じゃないかと思います。例えばその街になぜ映画館が必要な

のか、ということを地域の人に理解してもらわないと難しい。

また、先ほど中心市街地の活性化にお金がつくといったんです

が、それは県や市や区から出る税金で、使うには公共性が必要

になる。昔はこれが必要だと一律的にお金をつけたんですが、

今は地域的な公共性、つまり、地域社会が必要だというならば

お金をつけますよ、というふうに変わってきている。というこ

とは、映画館がその地域社会で必要だ、地域振興で必要だと、

その地域の人たちに合意してもらえれば､映画館･コミュニティ

シネマを中心地に呼び戻すことが比較的楽に実現してしまうだ

ろう、ということです。連携とか合意形成、堀口先生のケース

で、商店街と何か連携していく、という話がありましたが、あ

あいうことを具体的に考えていって、実際に連携していくこと

が重要です。

D
i
r
e
c
t
o
r
'
s

 
A
n
g
l
e

映

画

人

の

視

点
D
i
r
e
c
t
o
r
'
s
 
A
n
g
l
e

B
u
n
k
a
-
C
h
o

 
F
i
l
m 
C
o
m

ヨ
i
s
s
i
o
n

 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
2
0
0
8

文

化

庁

全

国

フ

ィ

ル

ム

コ

ミ

ッ

シ

ョ

ン

ー
コ

ン

ベ

ン

シ

ョ

ン

Nagano  had  originality: its strategy  takes into account  the context

of  the area. It's an  important  thing  to be  able  to understand  the

context  of  an  area  and  skillfully develop  a  strategy  from  that.

For  example,  in Shinyurigaoka,  as we  just heard,  the  question  of

how  to build  a community  of  culture, art and  film  is completely

different, and  the question  of  how  to build  a cinema  community

in  Maruyama-cho  is also  completely  different  - there  is a need

to take  the importance  of  locality into account.  I think  the  point

to deciphering  the  context  of  a locality is to know  the  position

of  film  and  art within  it. This  strategy,  instead  of  drawing  a

picture  and  saying  the future  will look  like this, is a "program,"

as  Mr.  Horiguchi  mentioned.  But  the  program  I'll speak  of  is

a  bit different,  meaning  that it's a  program  which  progresses

through  stages.  It's important  to  proceed  gradually  with  a

program,  instead  of  going  in full-steam,  to build  a structure  to

manage  a community  cinema,  which  is likely to fail. There  may

be  operational  failures, there  may  be  failures  due  to  the  lack

of  structure  in planning  management,  and  other  cinemas  may

come  in and  disrupt things before  they get started. I think  a better

approach  is a more  flexible method  of  trial and  error, gradually

proceeding  closer  to  what  it is that you  want  to  accomplish.

That's  the  second  point. In  order  to accomplish  this, I think  it's

important  to connect  with  various  people  and  build  consensus

among  them.  For  example,  it's difficult to proceed  if local people

don't  understand  why  a cinema  is needed  in that community.

Also,  I talked  a minute  ago  about  activation of  urban  centers with

additional  money,  but  that's tax  money  from  the  prefecture,  city

or  Ward,  so it needs  to be  used  for common  purposes.  In the past,

funds  were  forthcoming  whenever  something  was  necessary,

but  now  there's  a local  commonality  - in other  words,  money

will  be  forthcoming  if the local society  says  its necessary.  That's

how  its changed.  This  means  that local promotion  of  the cinema

as  necessary  to  local  society  is needed,  and  if the  agreement

of  the  local  population  can  be  obtained,  it will  be  relatively

easy  to realize  the  return  of  cinemas/community  cinemas  to

the  central  areas.  In  Mr.  Horiguchi's  case,  the  connection  and

consensus-building  was  done  with  the  community  merchants,

but  it's important  to think  about  this concretely  and  actually

make  connections.  It's also desirable  to build  concrete  examples

of  success.  As  I mentioned  at the  beginning,  city planning  is

diversified  and  locality-specific strategies are needed,  but  we  can

also  learn from  general  examples.  If there is even  one  example  of

a  community  cinema  or  local cinema  which  has  been  successful

in  a  suburban  city, people  will be  willing  to attempt  it in their

area  as well,  administration  will also  be  easily  recognized  and

it will be  possible  to satisfy local residents. We  can  all think  of

good  examples  of successes  at events  like this and  then  see  how

Nagano  and  other places  can  achieve  success  as well. I think  that
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また、 具体的 な成功 例をぜ ひ作 り たい。 冒頭 に申し上げ た よ

う に、 まちづ くりが多 様化 して いて 地域ご との戦略 が必 要 だ、

とはい って も、 一般の 事例か ら学べるこ ともあ るわけ で、 地方

都市で う まくコミュニ ティ シネマ・地域 映画館 を作っ たという

事 例がひとつで もあ ると、じ ゃあ う ちのところ でもやっ て みよ

う、 という 話が出るし 、行政 も認めや すいし、 地域 の人が納得

して くれる可 能性 も出て きます。 良い 成功例 を皆さ んとこうい

う場 で考え てい きたい し、そ れが長 野でもほ かの とこ ろで もう

まく結実し ていく と良いので はない かと。プロ ジェ クト的 に取

り組 んでい くと、 今後の発展 につ ながってい くので はない かと

思い まし た。

立木：あ りがとうご ざい まし た。全 国の地域 の まちづ くり がど

のように 成功して いるか、非 常に 洗練し た形 で抽出し てい ただ

き、 良 きにつけ悪 し きにつ け、自 分たちが どの ような指 標で仕

事をしてい るか、 よく分か った ような気 がい たし ます。先 はど

のKOFIC のパ ク さん から多 様性 とい うお 話 があ り まし たが、

ネットワ ー クで多 様性 を確 保して いく手 法もあ りますし、 個々

の都市が多 楡 既を確保し てい く手 法もあ る、 最 終的にはそ うい

う方向で我 々 は動いてい るの だなと、 今のお話 で分かっ たよう

な気がい たし まし た。 次は佐伯 さんに、 この会 議の主催 者であ

if initiatives are done  as projects, it will connect  to future growth.

Tachiki:  Thank  you  very  much.  I feel  that  we've  come  to

understand  very  well  the  good  and  the  bad,  and  what  kind  of

indicators  we're  utilizing, through  this very  polished  selection

of  examples  in  the  discussion  of  how  city planning  is being

successful  in local  areas  of  the  country.  We  heard  previously

about  diversification from  Ms.  Park  of KOFIC,  but  there are also

techniques  for  maintaining  diversity  through  networking  and

techniques  for  maintaining  the  diversity  in each  city. I feel that

through  this discussion  we've  come  to understand  that ultimately

we're  all working  in this direction. Next,  I'd like to ask  Mr.  Saiki

of  the Agency  for Cultural  Affairs, the  sponsor  of this convention

to  speak.  City  planning  isn't  the  jurisdiction  of  the  Agency

for  Cultural  Affairs,  but  he'll be  speaking  about  what  kind  of

approach  is being  taken  with  regard  to film.

Agency  for  Cultural  Affairs:  Film  Promotion  and

Community  Cinema

Saiki:  My  name  is Saiki, an  Arts and  Culture  Senior  Specialist.

I  attend  this convention  every  year  on  behalf  of the sponsor,  the

Agency  for  Cultural  Affairs,  but  in the  background,  I myself

work  in accordance  with  this convention.  This  is the  fifth time

I've  attended.  These  topics  have  come  to  be  discussed  at the
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る文化庁 として､ まちづ くりは文化 庁の所 轄ではあ りませんが、

映画 に対して のどの ような アプ ロ ーチ をさ れているの か、とい

うこ とをお話い ただけ れば と思い ます。

文 化 庁 の 映 画 振 興 と コ ミ ュ ニ テ ィ シ ネ マ

佐伯 ：芸術文 化調査 官の佐 伯です。毎 年こ の会議 に参 加させて

い ただいてい るの は文化庁 が主催 者である というこ ともあり ま

す が、 私 白身もこ の会議 の流れ に沿う形で 仕事を させ てい ただ

い た とい う背 景 があ り ます。 もう5 回 目で す よね。 東 京国 際

映 画祭の 映画祭コ ンベ ンショ ンでこ ういう 話題が 語られる よう

になっ て。少し 俯 瞰したい い方 をし てみ ますと、5 回目で、 よ

う やくこ うい う話 題に行 き着い たんだ なあ という 感じがして ま

す。2003 年 に、「こ れか らの日 本映 画の振 興につ いて」 とい う

提 言を受 けて、そ の中の ひとつ の柱 とし て、映 画を作る 人たち

へ の支援 ばか りで はな く、 見る方、 見せ る方も 大事にし なけ れ

ばいけ ないとい うポリ シーが立っ て、 もとも と今あるコ ミュニ

ティ シネマと呼 ばれる 存在の基 盤と なる映画上 映ネット ワー ク

会議 の中で 、 ひとつ ひ とつ の 映画 祭であ れ、上 映組 織であ れ、

応援で きるよう になって き まし た。

文化庁 とし ては、 基本的に は映画 の文化性、 芸術性 という観

点か ら、 作品 の支援 をし ます が、映 画館を支援 する とい うこ と

Tokyo  International  Film  Festival  convention.  In  a  manner  of

speaking,  I feel that finally, on  this fifth occasion,  we've  come

to  be  able  to discuss  these  topics. In  2003,  we  proposed  "The

revitalization  of  Japan  film," and  as a pillar within  this made  a

policy  of  placing  value  on  those  who  view  and  show  film rather

than  only  supporting  those  who  create  film. In  film  screening

network  councils  which  are  the  foundation  for the  existence  of

what  are  now  called  community  cinemas,  we've  come  to be able

to  support  each  film  festival and  screening  organization.  The

Agency  for  Cultural  Affairs  supports  works  of  film basically

from  the  viewpoint  of  art and  culture, but  it was  difficult for us

to directly discuss  the  support  of  cinemas.  In  any  case, there  is

a  very  wide  range  in film,  from  upstream  to downstream.  On

top  of  this comes  production,  direction,  cinematography  with

theatrical  elements,  and  distribution  and  screening,  once  the

film  becomes  a  product.  There's  the  entertainment  industry,

the  people  who  actually  watch  them,  and  from  there  begins  the

feedback,  criticism  and  research  -1  think  it's a field with  a very

wide  span.  From  within  this trend,  the  theme  of  what  kind  of

position  cinema  takes  in local areas  has  emerged.  I feel that this

is the  turning  point  of this big  trend. I feel that this is the  point

that  sticks  out  in the  midst  of  the  various  important  points  in

the  overall  picture. In  the  midst  of  this trend  of  local cinemas

going  under  due  to the  advance  of  cineplexes  and  diverse  films
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につ いて直接 議論をす るのは 難しかっ た。 いず れにし ても映 画

とは相当幅 の広いもの です よね。 川上か ら川下 まで。 フィ ルム

の 製造から入っ たら化 学ですか ら。 製作 とな れば演 劇的な要 素

も持つ 撮影演 出が入っ たり、 ひとつ の作 品、 商品に なっ た ら配

給、 興行があ り、実際 に見る 人がいて、 そこか ら評論 や研究 が

始 まりという 、長い スパ ンを持 った分 野だ と思 うんで すよ。 そ

うい う流れ の中でいい ます と、 地域社 会の中で その分 野、映 画

館 と呼ばれ る存在が地 域の中で どの ような ポジショ ンを取っ て

い くかとい う主題が、非 常に鮮 明に なっ て きた。 こ れは大 きな

流 れの変 わり目か な、 という気 がしてお り ます。 全体 の中でい

ろ んなこ とが 重なって る中でこ うい うものが 出て きたなとい う

感じ がしてい ます。

シネコ ンが進出する こ とによって、 地方 の映画館が ダメ にな

る、 シ ネコ ンが展 開す る とブロ ッ クバス ター作 品だけ になっ て

い く、すると地 方で多様 な映画が 見られ なくなる のではない か、

とい う流 れの中で、映 画上映 ネット ワー ク会議で議 論して きた

こ とを、コミュ ニテ ィシネマとい う形 で コンセプト を形成し て、

ここ までつ ながって きている、 とい う、 あ る意味で は分か りや

すい 健全 な流れがあ る。 そし てそこ までは まだ映画 関係者、 愛

好 者､フ ァンの領域で すが､ 今はこ ういっ た「都市再 生」 とい っ

た文脈 におい て、違 う分野 の方々がこ れを どう見る のか、 とい

no  longer  being  available  in local areas  due  to the development

of  cineplexes  that  only  show  blockbusters,  the  connection

between  discussion  in  Exhibitor's  Network  Meeting  and  the

formation  of  a concept  in the  form  of  community  cinema  is a

healthy  trend  which  in  a way  is easy  to understand.  Until  that

point  we  are  talking  within  the  field of  those  related  to  film,

enthusiasts  and  fans, but  there's an  opportunity  in the  context  of

city revitalization to study  the way  in which  it is viewed  by  those

from  other  fields. I think this is good  as a point  for change.  At  the

same  time, the  Film  Commission  started and  during  Bunka-Cho

Film  Week  the  Japan  Film  Commission  Convention  is held, and

overlaps  with  this - it's not  the  previously  mentioned  program,

but  I'm  wondering  from  listening to you  all if it's coming  to be

realized.  Please  let me  speak  a little about  business  at this point.

The  Agency  for  Cultural  Affairs  engages  in projects  to support

film  festivals, but  as you  can  see  from  the  attached  materials,

the  jurisdiction  of  the  support  of  film  festivals will pass  to  the

Japan  Arts  Council.  The  attached  materials  give  information

about  this. One  more  thing,  although  our  film  context  differs

slightly from  today's,  the  business  I'd like to introduce  lies with

the  Agency  for  Cultural  Affairs. This  is the  "Program  to Support

Creative  Towns  through  Culture  and  Arts"  and  is done  through

the  same  Cultural  Activities  Promotion  Division  of  the Art  and

Culture  Section.  Simply  read,  it loosely  says  that "Local  culture

う のを学 ぶ機会に なっ てる。 転回点 としてい いなあ と思ってい

ます。ほ ぼ同 じ時 期にフ イルム コミ ッショ ンも始 まっ てい て、

文化 庁映 画週間の中 で、全 国フ イルムコミ ッショ ン・コ ンベ ン

ションとい うの もや ってる んですが、 そうい うもの とも重 なっ

て、 さっ きのプロ グラムで はない んで すが、 現実化 されて きて

い るので はないか と思って皆さ んのお 話を聞いてい ます。

こ こで事 務的 な話 を少し させて ください。 文化庁 では映画 祭

支援 事業 をやってい ますが、 今回 同封 してい る資料 を見てい た

だ くと分か るので すが、こ の映画 祭支援事業 は、 日本芸術文化

振 興 会に所管 が変 わります。 そ れのご 案内 です。 もう ひ とつ 、

ここ での映 画の文 脈とは 少し 違う んですが、 ご紹介 したい事 業

が あり ます。 そ れは「文 化芸 術 による、 創造 の まち支 援事業 」

とい う、 同じ 芸術 文化 課 の文 化 活動振 興 室 が担 当し てい る 事

業 です。 簡単に 読み ます が、「地域 文化のリ ーダ ーを育成 する。

地域 の芸術 文化団 体の育 成をする シンポ ジウムな どによる発 信

交 流、大 学と地域交 流の 連携促進」 とざっ くり書い てある んで

す が、こ れは文化 芸術全体 ですの で、 音楽 も演劇 も美術 も当 然

映 画も入 ります。 昨年度 の事例 とし ては、 筑波大学 とつ くば市

の 連携協力 で、映 像リテ ラシー に関する シンポ ジウムな どが 行

われて お り、 こ れを、こ の 支援 事業 の枠内 で支援 して い ます。

創 造の街 支援、そ ういう メニュ ーもござい ます。映 画祭や映 画

leaders  will be  trained. There  will be  promotion  of  cooperative

exchanges  in communication  and  between  universities  and  the

local  community  through  symposiums,  etc. promoted  by  local

art  and  culture  associations."  This  is for  all art and  culture,

which  includes  music,  theater, fine arts and,  of  course, film. As

an  example  from  last year, a  symposium  on  visual  literacy was

held  through  cooperation  between  the  University  of  Tsukuba

and  Tsukuba  City,  and  being  within  the  limits  of  our  support

business,  we  supported  it. There  is a menu  of  support  for creative

communities,  also. I'd  like you  to also  think  about  the  spread

of  film  festivals,  film  screenings,  etc. through  the  business

of  supporting  creative  communities.  These  aren't  all of  my

thoughts,  but I think  I've covered  the main  points, and  would  like

everyone  to keep  these  things  in mind.

Tachiki:  Thank  you  very  much.  We  heard  from  Mr.  Hojo  about

Kawasaki  being  promoted  as  a "city of  film." I'd  heard  about

this  previously  in  2004  at a community  cinema  council  held  at

Kawasaki  City  Museum,  where  my  successor  as  curator,  Mr.

Kenichiro  Kawamura,  gave  a presentation  on  the  "declaration  of

Kawasaki  as a city of  film," and  I was  deeply  impressed  to hear

that  now  this is really happening.  Every  time  we  come  together

for  a discussion  like this, it's a potent  demonstration  of  this idea,

just  as Mr.  Saiki  has  pointed  out.
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の上映 を、創造 の街事業 という ふうに広げ てい くという よう な

こ とも考 えてい た だけ ればと 思い ます。 感想 に過 ぎ ませ んが、

こ れ まで の文 脈の中で「今」に至っ てるんだ なという とこ ろを、

皆さん も心に留 めておい ていた だけ れば と思い ます。

立木：あ りが とうござい ます。 北條 さ んから、 川崎が［ 映画の

街］ とし て売 り出してい るとい うお話 があ り まし たが、 その話

は以 前、2004 年 に コ ミュニ テ ィ シネマ 会議 とい う のが 川崎 市

市民 ミュー ジアムで 開催され た時に、 私の後任で ある川 村健一

郎さ んという 学芸員 の方 が「川崎 映画 の街宣言」 とい うこと を

プレゼ ンテ ーショ ンされたこ とがあっ て、 今本当 にそ れをやっ

てる んだなと､感 慨深い思い でお 聞きし まし た｡ こうし て集 まっ

て毎回 ディ スカッ ションしてい くこ とは、 効力 を発揮しつ つあ

る なと、 佐伯 さんのご 指摘の通 りだ なという思い で聞い てい ま

した。

な ぜ 映 画 館 な の か ？

立木 ：ひと通 り皆さ んのお話 をお伺いし まし たが、なぜ 映画 な

のか、 というこ とが重 要だと思 い ます。 行政的 なアプロ ーチで

いけ ば美術館、 図書館、 ホー ル、 いろ んな公共 的なフ ァク ター

を街 の中に埋 め込んで、 地域振 興し ようとして い ます が、映 画

Why  Cinemas?

Tachiki:  We've  asked  everyone  for their thoughts,  but  I think  the

question  of "why  film?"  is an  important  one. In an administrative

approach,  art galleries, libraries, halls and  various  public  factors

are  embedded  in  the  community  and  attempts  are  made  to

promote  them  locally, but  even  though  cinemas  are  commercial

enterprises,  I think  local promotion  is very  useful.  If we  think

about  why  this is, the  fact that  they're  operating  every  day  is

important.  The  other  facilities don't  have  things  going  on  every

day.  They're  not  always  crowded,  and  so it's a matter  of people

being  only  somewhat  acquainted  with  them.  As  we  heard  the

phrase  "you're  working  too  hard"  previously  from  Mr.  Hojo,  I

feel  that the  point  is that there  is something  in cinemas  which

can't  be  converted  into  money.  Mr.  Hojo,  may  I ask  you  to

comment  on  this?

Hojo:  The  Kawasaki  Art  Center  cinema  is something  which,

frankly  speaking,  the  townspeople  of  Kawasaki  built - although

I  think  it might  be  correct  to  say  that the  administration  was

lagging  behind.  There  are  things  within  this that we  try to  use

effectively  as new  objectives. For  example,  the  elderly  don't  go

outside  often. Those  who  sometimes  want  to go  out  to a cinema

to  see  a film don't  often  go  alone.  Those  people  get  together  in
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館というのは商業的なものでもありますが地域振興には非常に

有効だなと思うんです。それはなぜなのかと考えると、やはり

毎日やっているというのがすごく重要で、ほかには毎日やって

いるというものはないんですよね。いつも人がどかどかいるわ

けではないので、なんとなく顔見知りになったり。先ほど北條

さんから「働き過ぎだ」というのがありましたが、要はお金に

換算できない何かが映画館にはあるんじゃないかという気がし

ております。その辺のところを北條さんに、何かコメントいた

だけないでしょうか。

北條：川崎市アートセンターの映画館は、はっきりいって市民

が作り上げたものです。行政が遅れていたといった方がいいか

もしれませんが。そんな中で今、新たな目標として、あるもの

は有効に使おうということがあります。例えば、お年寄りはな

かなか外に出ない。たまには映画館に映画を見にいきたいが、

ひとりではなかなか行けない。そういう人たちを5 人なり10

人なり集めて、食事もして、1 日地域の中で外に出る機会を作

る。そういうことに川崎市アートセンターを使ってもらう。こ

れは、非常にコミュニティに役立つというか、人生の楽しみに

なる。近隣のある町会から、町会の人たちを招待して、川崎市

アートセンターで映画を見るとか、そういうことができないか

groups  of  five or 10  go  out  to eat, and  make  it an  opportunity

to go  out  for a day  on  the  town.  On  these  occasions,  we  have

them  use  the  Kawasaki  Art  Center.  This  is very  helpful  to the

community;  it helps  people  to enjoy  life. We  have  ideas  such

as  inviting  people  from  town  councils  to  come  and  watch  a

film  at the  Kawasaki  Art  Center,  things  like that. We  also create

opportunities  for people  to see  films  who  can't normally  do  so,

through  barrier-free accessibility. Although  as a manager  I wrack

my  brain  over  it from  an  expenses  point  of view,  I do  think  that

it's an  important  point. From  there  we  have  to build  the concept

of  public  cinemas,  which  private sectors  can't  build. This  may

take  two  to three  years.  The  administration  will assist in what

the  local  area  decides  and  what  the  local  area  thinks  is good.

This  will most  likely become  the new  method  from  now  on. This

will also be  connected  to local autonomy.  It's very  significant to

use  cinemas  every  day.  There  are  various  things  such  as plays,

operas,  etc. but  I think  that film as  a general  art form  displays

the  greatest strength, so  I think  it would  be  good  to have  various

initiatives  in each  local  area. In  our  film festivals we're  trying

new  things  such  as "cine-literacy"  and  junior  workshops,  so  the

increase  of people  who  like film is a big factor. If a film-centered

community  can  be  developed,  the  value  of  the existence  of  our

cinemas  will survive  in local areas. I think  that if the local areas

do  well, a  movement  will result  which  will spread  to all of  the



とい う話もあ ります。 またはバリ アフリ ーとい うこ とで 、なか

なか 映画を見 られなかっ た人が 見ら れる機会 を作る。 ただ私 は

経営 者ですか ら、こ れは経費的 な面か らは首 をひねる ところ も

あ るのですが、 重要なこ とだと思っ てい ます。

そ れから民 間ではで きない、 公設の 映画館 とし ての コ ンセプ

ト を きちっ と作っ てい かなけ れ ばいけ ない。 こ れは2 、3 年 か

か るかもし れません。先 ほ ど「多 様性」 とい うお 話があ り まし

たが、地 域のこ と は地域 で決 める、 地域 がいい と思う もの は、

行 政が経営 の観念だけ でな く応援してい く とい うのが、 こ れか

らの新しい方 法になっ てい くのだと思 い ます。 そ れが 地域 自治

にもつ ながっ ていく。

毎 日やる という意義 は大 きい と思い ますし、 芝居 とか オペ ラ

とかいろいろあ り ますが、映 画が総合 芸術 という 意味 では一 番

大きな力を発 揮する のでは ない かと 思ってお り ます ので、ぜ ひ

いろ んな取 り組みが 各地域で 行 われるといい ので はないか と思

い ます。うちの 映画祭 の中で もシネリテ ラシーや､ ジュニ アワー

クショ ップ などの新 しい試 みをやっ ており ますので、 や はり映

画が好 きな人を どんどん増 やす とい うこ とが大 きなこ と なのか

な。 映画 を中心 とし たコ ミュニテ ィがで きていけ ば、 よ り私た

ちの映 画館 の存在価 値が 地域の中で 活 きて くる と。 そして 地域

が きちっ とし て くれば、 全 市的 なも のに も広げ てい きたい と、

major  cities.

Cinema  Syndicate

Tachiki:  Next,  I'd  like to hear  from  Mr.  Horikoshi.  We  heard

about  the exciting story of Shibuya,  but Mr.  Horikoshi  is building

a  network  of  local cinemas  called  a  cinema  syndicate.  This  is

more  than  just building  a new  chain  of distribution, but has  many

layers  of  meaning,  such  as  the  proposed  community  cinemas.

But  I feel that the cinemas  that function  as hubs,  tying  these local

areas  together, have  another  kind  of  strength. Please  tell us about

this point, with  regard  to the cinema  syndicate.

Horikoshi:  I started  mentioning  a cinema  syndicate  last year,

but  would  like to preserve  it in a  very  clear  business-like  form,

like  the  fixed form  of an  alternative network  which  was  given  in

the  previous  example  from  Korea.  If this can  be  preserved,  films

with  a very  strong  artistic point  will continue  to be  produced.

Rather  than locality, I thought  about  measures  for the distribution

and  production  of  current  Japanese  films.  The  original  term

community  cinema  was  incorrectly  used:  in  its original German

form,  Kommunales  Kino,  it refers only  to public  facilities. We

intentionally  misunderstood  this and  used  it. Those  who  run

cinemas  in local areas  have  really put  in effort because  of  their

love  of  film, but  in the  future  it won't  be  like this. Rather,  if the

そうい う動 きも出て くるだろ うと思ってお り ます。

シ ネ マ ・ シ ン ジ ケ ー ト

立 木：そ れで は、 今度 は堀越 さん にお 聞 きし たい と思 い ます。

渋 谷のエ キサイテ ィングなお 話があ り まし たが、堀 越さん はシ

ネマ ・シ ンジケ ート という 地方の映 画館の ネットワ ークを作っ

てい ます。 それは、新 しい 配給系 統 を作ってい く とい うこ と以

上 に、何かい ろん な意味が付 加して いくのか、 コ ミュニテ ィシ

ネマ という ことを提 言して きた わけ ですが、 そうい う地域 を結

んで いる ハブ とし ての映 画館 が、 別の力を持つ ので はない かと

い う気もし ている のですが、 その点 、シ ネマ ・ シンジケ ート に

つい てお話し いた だけ れば と思い ます。

堀越 ： シネマ・ シンジ ケートは去年 からいい 出し たこ とな んで

すが、こ ちらはか なり明確 にビ ジネス的 な、 先ほ どの韓国 の例

でい えば、 オル タナテ ィブ の ネットワー クをか なり固定的 な形

で きちっ と残しておこ う とい うもので す。そ れを残しておけ ば、

かなり作家 性の 強い映画 も作ら れ続ける だろ う と。 地域性 より

は、 むしろ 現在 の日本映 画の配給 や製作 に対する 施策とし て考

えたんで す。 もともと コミュニテ ィシ ネマ という 言葉その もの

が間違っ た使い方 をしてい て、こ の言葉 のオリ ジナル、ド イツ

local  area  is not  considered,  and  if the  "community  cinema"

is not  used  to bear  the  cultural  fruit of  that area, it will not  be

able  to stand  up  against  the  cineplexes.  The  community  cinema

is what  started this. The  cinema  syndicate  will further  expand

the  community  cinema,  like  the  previously-mentioned  "city of

music,"  and  not  only  taking  anything  and  calling it "community-

like"  as  with  cinemas  which  have  existed  for  years.  But  it's

a  matter  of  including  the  cineplexes  and  all local  cinemas

together. Cinema  syndicate  has  two  meanings.  The  relationship

with  cineplexes  with  head  offices in Tokyo  is very  weak.  The

managers  change  every  few  years,  so  sales  become  the  most

important  thing.  Instead  of  this, we  want  to be  able  to provide

some  kind  of  backup  to those  who  are  always  in that location

supporting  the  local visual  culture. The  second  is a fixation  on

the  community.  The  age  of  audiences  is advancing  everywhere

at the  moment,  and  if we  do  poorly  we'll  end  up  with  services

for  middle-aged  people  like ourselves,  or at the least, high  school

and  university  students  won't  watch.  We  can't  say  that it's not

a  film if you  don't  go  to see  it at a cinema,  but  simply  put, film

fans  aren't  created  unless  they  go  to see  films  at the  cinema.  If

the  cinemas  are  in the  community,  elementary  and  high-school

students  can  go  there  to see  films. But  the  cinemas  are  all going

out  to the  suburbs.  We  previously  talked  about  what  to do  if the

elderly  become  unable  to drive. The  main  hobby  of  the elderly
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の コムナレ ス・キ ノとい うの は、 公共のもの だけを指 してる ん

で すね。そ れを我 々は意閥 的に誤解 をして使っ てみ た。 映 画館

を 地域 でやっ てる 万々は、 本当に映 画が好 きで本当 にがんばっ

て きたんで すが、こ れから はそうい うことで はなく て、やは り

地域 のこ とを 考えつつ 、地域 にある 程度 文化 的な 果実 を 落とし

てい く　̈ コ ミュニ テ ィシ ネマ”とし て活動で きなけ れば、 シ ネ

コンに対抗 してい くことは できない のでは ないか、 というこ と

で始 まっ たのが コ ミュニ ティシ ネマ なんで すね。 シ ネマ ・シン

ジ ケートとい う のは、 コ ミュ ニ テ ィシ ネマ をさ らに拡 人し て、

さっ きの 「I` y楽の 街」じ ゃないです が、な んで も “街なか” と

叫 び続 けて 什か らの既 存館 だけ では なく、 シ ネコ ンも含 めた、

す べての 地域丿彫ﾉﾐ）映III･i釦や シ ネコンも一締 にやっ ていこ うとい

うことで す。

シネマ ・ シンジケート にはふ たつ の 意味 があ ります。 朿京に

本礼 のあ る シ ネコ ンは 地域 との 関 係が非 常 に 希薄 にな り ます

し、 支配人 も数年ご とに転勤に なり ますか ら、そ れよ りは売| 二

げ の 万が はるか に人事とい うこ とに なってい る｡ そう ではなく 、

ずっ とそ の場 にいて 、地域 の映 像 文化を 支え てい く人た ちを、

なん とかバ ックア ップ できない か、とい うのが ひとつで す。 も

う ひとつ は、 街なかへ のこだ わりです。 今どこ でも観客 の老 齢

化がす ごくて 、 ﾄ 手゙す ると僕 らぐらいが ず均年 齢になっ ちゃ う

up  until now  has been  film, so when  they want  to spend  time

and  money  to watch  a film in leisure, there's no cinema  in the

community.  This situation is what  community  cinema  is meant

to address. This naturally developed  into city planning  and  so

on. In this way,  a cinema  syndicate is something  that attempts

to build community  cinema  networks  in more  powerful  ways.

In the next three or four years, digitization of cinema  will be

rapidly  implemented  in Japan's  cinemas.  The  controversy

between  film and  digital movies  will then  be over, and  new

possibilities will be  considered.  Already,  the digital format

has  been  internationally agreed  upon.  This  is the format  of

downloading  to hard disk using high-speed Internet. Film  prints

arc unnecessary  and  the cost is low. but besides that, content

other  than film can be easily distributed from  other broadcast

centers. So.  for example,  a theatrical performance  by  Hideki

Noda.  which  could not be seen in a suburban city, could be seen

the next day in a cinema  somewhere.  These  things will become

possible. Community  cinemas  in local areas will play a different

role. When  this happens, everyone  will immediately  start to talk

about  public viewing  of soccer, but when  wondering  how  to

select online contents, culture of a type other than film can  be

brought  into a community  of 100.000  to 200.000  through  the

choices of cinemas. This era will arrive in the next few  years.

Some  may  say that they won't have anything other than film, but
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んじ ゃ ないか、 少なく とも 高校 生や 大学生 が映 曲館で 見ない。

映11111館に行っ て 見ないと映 画じゃ ないと はい い ませ んが、映 画

館 に行って 映画を 見ない と、 なか なか映11111フ ァ ンとい うの は育

たないとい う巾､純 な話です。 街な かであ れば中学生 でも 高校生

で も映画を 見にい けるけ ど、映|･lli飾 が个 部郊外 にいっ てし まっ

て る。 さっ き年 配の方は11(を運転で きな くなっ たらどうす るの

か、 という 話がで まし たが 、年 配の方の 往年の 最人の趣味 は映

画で すか ら、時 間とお 金が で きて 、ゆっ くり見 にい きたい とい

う 時に、 街なか に映画館が ない、 そうい う状況 をなんとかし よ

う、という のがコ ミュニテ ィシ ネマ の発想だっ たと思う んで す。

そ のう ち 自然に 、 まちづ くり 云々 という 艇開 になっ ていっ た、

そ れで、 より強 力に街 なか映11111館 の ネットワ ークを作ろう とい

うのが シ ネマ・ シン ジケートですO

今後、こ こ3 、4 年で デ ジ タルシ ネマ 化 とい うのが|| 本の映

II!li館で も急 速 に進んでい き ます。 そうし た場 介に、映 画はフ ィ

ルムかデ ジタルかとい う論 争はもう終 わりにし て、違う･I｣'能性

を 考え る｡､既 に、デ ジ タルのフ ォーマ ットが||IJ界的に 合意され

ている。 そ れは鳥速の イン ター ネット を使って ハードデ ィスク

に 落とし 込 むという 方式です。 フ ィルムが 要らなくて コ ストが

安い 云々もあ り ますが 、そ れ以 外に、 他の放 送セ ンターや配祐

セ ン ターか ら、映肉以 外の コンテ ンツも簡 単に配信で きる、だ

that's something  that each  area must  think  of independently.  The

idea  of  high  school  students  getting  a breath  of  culture  before

they  leave  their local area, as Mr.  Horiguchi  just spoke  of  in his

presentation,  is a wonderful  one.  I think  it would  be  wonderful

if cinemas  in locations  like this were  considered  to be  fantastic

places.

Tachiki:  Thank  you  very  much.  When  I first heard  the  word

digitization.  I thought  that if information  was  simultaneously

transmitted  to the  local areas,  it would  lose  its face in much  the

same  way  as television, but  the  reference  to the new  relationship

between  the  community  and  the  cinema  brought  about  by  giv ing

the  cinema  a window  to the world  made  me  see  the  value  of  it.

In  any  event, I think  that the fostering  of  young  talent will come

to have  a relationship  with  the cinema.  I think  even  the Agency

for  Cultural Affairs has  a plan for the cultivation of talent, and  I'd

like  Mr.  Saiki to introduce  this topic to us.

Cultivating  Talent  for  Film  Screening

Saiki:  Speaking  of  the  localities of  Yokohama.  Kawasaki  and

Nagano,  they  all have  their differing  background  stories, but  in

each  case  the leading  people  are  important,  which  is of  course  to

be  expected.  Thinking  of the characteristics of  local areas, and  at

the  same  time  the  digital visual  era  as has  just been  mentioned.
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から、例えば、なかなか地方都市では見られない野田英樹の演

劇を、どこかの映画館で翌日見ることができる。そういうこと

が可能になる。地方での街なかの映画館が、違った役割を持ち

得る。そうなると、すぐサッカーのパブリックビューイングと

いう話になっちゃいますが、オンラインコンテンツをどう選ぶ

かという時に、映画館が選ぶことによって、人口10 万、20万

の街に、ある種の文化を、映画以外の文化を持ち込むこともで

きる、という時代が数年でくる。いや、オレは、映画以外は持

ち込まないんだ、というのもあるかもしれないが、それはその

地域その地域で考えてくれればいい。さっき堀口さんがプレゼ

ンの中で仰った、高校生が地元を出るまでの間文化の息吹を感

じられる場所を作るというのは、とっても素晴らしい考えだと

思って、そういう場として、映両館がもう一度素敵な場所だと

いわれるようになればと考えています。

立木：ありがとうございます。一言でデジタル化といってしま

うと情報がどこの地方にも均一に配信され、テレビと同じよう

に顔がなくなってしまうのか、と最初聞いてたんですが、それ

が逆に世界に向けた窓のように映画館が機能していく、新しい

コミュニティと映画館の関係性まで言及いただいて、なるほど

なと思いました。結局そういう若い人材、担い手を育てていく

こ とが、 映画館 に問 われてい くと思い ます。文化 庁の方 でも 人

材育 成というこ とで、 いろ んな策を講 じら れてい る と思うんで

すが､ そ れについ て佐伯 さんにご紹 介いた だきたい と思い ます。

映 画 を 上 映 す る 人 材 の 育 成

佐伯: 要する に地 域とい う話ですが、 横浜 も、 川崎 も、 長野 も、

全 部バ ッ クス ト ーリ ー、 歴史 が違 い ます か ら、 結 局地 域 でそ

れをリ ードし ていく 人が大切 だという、 至極当 たり前 のこと に

なっ てし まい ます。そ ういう 地域の特性 を考 えなが ら、 同時 に

今お 話があっ たよう なデジ タル映像 の時代 になりなが ら、映 画

映像 分野を地域 の中で ちゃ んとフ ォロ ーしてい く人 を作 る。 立

木さ んの よう に、 シネフ ィルが いつ の間にか 行政に 入っ て まち

づ くりに参加し てる 方もい るし 、大阪 のシ ネフィ ルの映画館経

営者 は今や 大阪府の アジア ン映画祭 のコーデ ィネ ーターをやっ

てい て、 この 間プサ ン映画 祭で も 会っ たし。 大仰にい えば育 成

プロ グラ ムという ような言 葉にな りますが、こ のコ ンベ ンショ

ンやコ ミ ュニ テ ィ シネマ 会議 とい っ た活 動が 継続 し てい く 中

で、 自ず とそ ういう役 割を果 たす よう になっ てる方が 行政の 側

に もたくさ んいらっし ゃる と思う んで す。そ ういうこ とも育 成

な んだと私 は思い ます。人 から人へ体 感や経験 を通し て伝 わっ

て い くこ と もあ り ますし。 堀 越さ ん は東 京芸 大 の教 授 になっ

we've  discussed  the training  of  those  who  will faithfully follow

up  in the  field of  film  and  visual  image  culture  in local  areas.

There  are  those  like Mr.  Tachiki,  who  will at some  point  come

to participate in city planning  of  the management  of  cinephiles.

He  is also  currently  involved  with  Osaka  cinephiles'  cinema

management,  acting  as coordinator  of  the  Osaka  Asian  Film

Festival, and  I recently  met  him  at the  Pusan  International  Film

Festival.  To  exaggerate,  we  use  the  term  "training  program,"

but  I think  there  are  those  who  naturally  come  to find their role

in  the  administration  of  activities in  the  continuation  of  such

conventions  and  community  cinema  councils. I think  this is also

a  type of  training. People  pass  on  their feelings  and  experiences

to one  another.  Mr.  Horikoshi  became  a professor  at the Tokyo

University  of  the Arts, and  I think  that the  changes  which  have

occurred  in the  last few  years  in the  field of personnel  training or

personnel  development  - or perhaps  we  should  say  the  diffusion

of  personnel  - have  made  it a lively one. Of  course  I can  explain

about  personnel  training  programs,  but  I think  the  root  of  it is

overlapping  with  people,  or  daring  to get  out  and  meet  them,

rather  than running  away  from  them  - that's my  impression.

Tachiki:  Thank  you  very  much.  I'd  very  much  like to see  the

Agency  for Cultural  Affairs create  a cinephile  training  program.

I  think  this discussion  addressed  essential  topics.  When  I was

doing  projects  on  my  own,  such  as  film  festivals,  what  I'd

do  when  money  got  tight  was  search  for  cinephiles  in  the

administration.  It's an  important  point  that cinephiles  are hidden

in  many  sectors.  If we  connect  with  those  people,  what  was

previously  impossible  becomes  possible.  Film  is an  effective

way  to search  for  this kind  of  network.  Furthermore,  cinephiles

cross  a dangerous  bridge.  The  example  from  Kawasaki  showed

how  people  are willing to put  their own  health  at risk for the sake

of  film. I feel that what  makes  a good  community  is not  just any

kind  of  city planning,  but  the  community  that  creates  a  good

cinema  with  many  cinephiles  will be  a good  community.  Finally,

I'd  like to ask  Mr.  Koizumi  to  tie this all together  by  talking

about  these  issues as a city planning  professional.

Koizumi:  It's difficult  to do  so.  In  city planning,  the  leader

becomes  the  keyword.  There  are  many  people  who  work  with

me  who  are  from  the Ministry  of  Land,  Infrastructure  Transport,

and  Tourism  and  this is, of  course, important  as they're  people

who  build  facilities and  public  buildings.  Someone  previously

spoke  about  people  coming  together  in the  community  and  the

importance  of  a community  where  high  school  students  and  the

elderly  can  gather. It's a matter  of  fact that people  are  attracted

to  urban  centers  which  have  a  strong  public  transportation

infrastructure,  with  places  which  are  easy  to  walk  in, places
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ち ゃっ たし、いろいろ と、こ こ 数年 に起こっ た転換 というの は、

広い 意味での 人材育 成という か、人材 波及 とい うか、 人材拡 散

とい うのか 分かり ませんが、そ れ はそ れで少し 賑や かになっ て

きて、 いろ んなこ とが思え るよう になって きた、 とい うこ とで

は ないか と思い ます。 もちろ ん人材育 成のプロ グ ラムはい くら

で もご説明い たし ますが、 根本は重 なり合い という か、 恐 れず

にい ろん な人に出会っ てい くというこ とだと思い ます。

立 木：あ りがとうご ざい ます。 文化庁 的にぜ ひ シネフィ ル育 成

プロ グ ラムを作っ ていた だきたい と思い ますが、 まさにすご い

本 質的 なお 話をい ただい た と思 い ます。 自 分で いろ ん なプ ロ

ジェ クト をやっ た時、例 えば映画 祭をや りたい、お 金が足 りな

い といっ た時に、 何をす るかとい うと、行 政の中 にシ ネフ ィル

を探す んです ね。 そうす ると要所 要所いろ んなセ クショ ンに シ

ネフ ィルが隠 れているん です ね。 そうい う人た ちをつない でい

くと、 今まで ダメだっ た話が可 能になる。 そうい うネ ット ワ ー

クを探 るのに、 映画 とい うのは 有効性があ る なと。 しか も、 シ

ネフ ィルの方 は危ない橋 を渡っ てくれ るんです ね。 映画 のため

なら 自分の身 の破壊 もい と わず やってい く習性 も、川崎 の事 例

でも明 らかで す。 どう も良い まちづく りをやって いる ところが

良い街 ではな く、 シネフ ィ ルがい っぱいい て良い 映画館 を作る

where  they  can  enjoy  buildings  with  history  and  culture, where

there  are  cafes  where  people  can  talk after  watching  a  film.

This  is a matter  of  equipment  and  facilities and  how  to build  up

content  and  commercials  in those  facilities, but  in the  end  local

people  are  needed  to make  it happen,  people  who  think  of ideas

about  what  kind  of  content  is best. Isn't the  point  of building  up

an  area  and  city planning  how  to attract those  people,  whether  to

find  and  train them  within  the  local area?  This  has  been  said for

many  years,  and  everyone  is involved  in the  discussion  of  how

to  do  it. A  big  issue is whether  it should  be  done  in a researched

manner  or a practical one. The  Ministry  of  Land,  Infrastructure,

Transport,  and  Tourism  is actually  making  a "leader  support

project"  in  the  next  few  years,  and  it might  be  good  for  the

Agency  for Cultural  Affairs  to have  their own  "cinephile  support

project"  (laughter)  or  "community  cinema  leader  support

project."  People  who  would  like to lead this kind  of  thing would

plan  their own  small  project. The  erection of  a public  building  or

success  in getting public  support  may  not  necessarily  happen,  but

there's  general  support  for this kind  of  small  project, and  it may

be  possible  that people  who  want  to do  it will jump  in. Because

of  that, ties with  various  local  people  will  be  formed,  and  the

project  may  be  realized. I think  this kind  of  systematic  fostering

of  leadership  is extremely  important.  Mr.  Kenji  Takeishi  of

Fukaya  City, who  is here  today,  began  to manage  a  community
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街が、 良い 街なんじ ゃない かとい う気がし ます。最 後に小泉 さ

ん に、 まちづ くり のプ ロ フェ ショ ナル とし てその辺 の ところ の

お話 をい ただいて締 めたい と思い ます。

小 泉：難し いです ね。 まちづ く りでもそ の担い手 というの は重

要なキ ーワ ード になってい て、い わゆる 僕が一緒 に仕事を する

方 は国交 省の方が多 く、 特にハ コモ ノ、 施設を作 る方で、そ れ

はもちろ ん重要で ある。 先ほ ど、 人が街 なかで 集える とか、 高

校生や 高齢者も 集える ような街 が大事 だよとい う話があ りまし

た。 公 共輸 送機 関を 強化し た り、 歩 きや すい 空間 を作っ たり、

そ こに歴 史とか 文化性 のある建 造物が残 ってい てその空 間を楽

し める とか、そこ にカフ ェがあっ て、 映画を見 たあ と話せ るよ

うになっ てた ら最高だ ねとか、そ うい う中心市 街地は確 かにみ

んな憧 れる。そ れはハード なもの とか､ハ ード なものの 中に入っ

てくる コマ ーシャ ルなもの、 コンテ ンツを どうやって 作り上げ

るか という話で すが、 結局そ れを動 かし てい く地域の 人たちと

か、 どういう コンテ ンツがいい か考 えてく れるア イデ アのある

人 たちが 必要 にな る。 そ の 人たち を どう惹 き付け てく るのか、

地域 の中で見つ け たり育て たりする のか、 とい うこ とが結局地

域づ くり、 まちづ くりのポ イントじ ゃないの か。こ のことは長

年い われてい て、そ れがどう やって できるの かと、 まさに研究

center.  It's completely  unrelated  to film: it was  the  creation  of

a  master  plan  for  the  city. Fukaya  City  did  this project  with  the

participation  of  residents  who  jumped  into  it themselves.  This

was  done  by  appealing  to those  around  that he  wanted  to build

a  community  cinema  and  to contribute  to the  reactivation  of  the

urban  center, and  then  while  skillfully tying  it up  with  others, the

project  was  realized  while  obtaining  the  support  of  the city and

people  in the area. The  one  catch  was  that he  got that by  jumping

into  the  master  plan. It's quite  an  ambitious  thing  to participate

in  a city master  plan, and  I think  that Mr.  Takeishi  jumped  right

into  it - but  for example,  if there can  be  a direct support  program

for  the construction  of  a local community  cinema,  and  if there is

a  request  to connect  with  the local people  to do  it and  you  jump

into  it, I think  there  will be  a  tailwind  of  people  wanting  to get

involved  as  well.  It's that kind  of  thing  that I'd  like you  all to

think  about.

Tachiki:  I think  today  we've  come  to  see  the  direction  of

this  splendid  plan  to  include  cinephiles  in  city revitalization

programs.  Thank  you  to all the  panelists  for  the  meaningful

discussions  today.

P
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n 
C
e
r
e
ヨ
o
n
y
y
C
o
m
m
e
m
o
r
a
t
i
v
e

 
S
c『
e
e
n
i
n
g
s

文

化

庁

映

画

賞

贈

呈

式

・

記

念

上

映

会

難
皿
碍
鉗
賢

騷

髓
四
肢



的に も実践的に も大 きな課題で、 みん な取り組 んでい る話です

よね。 国交省が まさに 「担い手 支援事業」 とい うもの を数年実

際作 ってい ますので、 文化 庁 の方で もそ れ に負け ない で、「 シ

ネフ ィル支援事 業」 とか（笑 ）、「 コ ミュ ニテ ィシ ネマ担 い手 支

援事業 」とかい うの もあ って もい い のかなと。 そうい うこ とを

担い たいとい う人が何 か小さ なプ ロ ジェ クト を自分 たちで 企画

をす る。必ずし も新しい ハコ モノがで きて、 公共的 にサポ ート

して 一気にう まくい く、 とい うこ とで なく、そ れに至 るひ とつ

のステップ のよう な小 さな 企画に対し て ジェ ネラ ルな支援があ

ると、 やる気 のある 人は飛びつ いて、 それを きっかけ に、いろ

んな地域の 人たち と結びつ き合い、プロ ジェ クトを 実現させ て

いけ るか もし れない。 そうい う制 度的なこ とが、担い 手作 り上

で 意外と大事 かもし れない と。

今 日い らし てい る方 で、深 谷市 の竹石 研 二さ んとい う方 が、

コミュニ ティセ ンターを運営 し始 めたんです が、そ の きっ かけ

というのが、 映画 とは まっ たく関係 ない、 都市計 画のマ スター

プ ラ ン作 りだった。こ の事業を深 谷市が市 民参加 でやっ てい て、

そこ に 自分か ら 飛び 込 んで き たんで す よ ね。 自分 は コミ ュニ

ティ シネマ のよう なもの を作って、 中心市 街地 の活性化 に貢献

したい んだ、とい うこ とを 周りの 人にアピ ー ルし て、う まく結

びつ き合いなが ら、市や周 りの人 たちの サポート を得なが ら実

現していく。そのひとつのきっかけは、マスタープランに飛び

込んだことで得られたんですよね。都市計画のマスタープラン

に参加するというのは相当マニアックな話で、竹石さんよく飛

び込んできたなと思うんですが、例えばコミュニティシネマを

地域に作りましょうということに、直接支援できるようなプロ

グラムがあれば、その際には地域の人たちと連携してください

という条件が課されていると、そこに飛びついて、じゃあやっ

てみるか、という人に追い風になるのかな、そういうことも考

えていただいていいんじゃないかと思います。

立木：ありがとうございます。時間もだいぶ超過してしまい恐

縮です。シネフィルを都市再生のプログラムに参加させるとい

う壮大な試みについて、今日はなんとなく方向が見えてきたな

という気が勝手にしていますが、パネラーの皆様、今日は長時

間有意義な議論いただきまして、ありがとうございました。本

日はどうもありがとうございました。
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開催時のスナップ

①パ ク・ヒョジン氏　②ウォン・サンファン氏　 ③竜野泰一氏　④会場は満員の聴講者 でにぎわった　⑤堀口 徹氏　⑥立木祥一郎氏　⑦小泉秀樹氏

⑧北條秀衛氏 ⑨堀越謙三氏 ⑩佐伯知紀氏　⑨総合司会を務めた松本正道氏（アテネ・フランセ文化センター主任／コミュニティシネマ支援センター運営

委員長） ⑩冒頭で挨拶をする清木孝悦氏（文化庁文化部長） ⑩シンポジウム終了後には別会場にて交流会も実施
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I 「アニメーションmeets ロケーション
翳～風景、キャラクター、ストーリー～」
“Animation meets Locations

驃-Scenes,  Characters,  and Stories- ”

主催：文化庁

共 催：全国フィルム・コミッション連絡協議会 ／ユニジャパン

（財団 法人日本映像国際 振興協会）

日時:2008 年10 月21 日（火）15:00 ～17:00

会場：六本木アカデ ミーヒルズ49 「タワ ーホ ール」

料金：無料＜事前申し込み制＞

【開催趣旨】

映画・テレビなどのロ ケーション支援活動を通して、地域から

の情報発信を担うフィル ムコミッションの活性化をテ ーマとす

るセミナ ーです。 今年 度は「アニメーション とロケ ーションハ

ンティング」 を取り上げ まし た。特別ゲ スト に2007 年 文化庁

メデ ィア芸術祭大賞を受賞し た『河童のクウと夏休み』の原恵

一監督とプロデューサーを招いて、アニメーション製作にとっ

てのリアルな風景やスト ーリ ーの重要性について語ってもらい

ました。

1出席者】

原 恵一 （アニメーショ ン監督）

茂木仁史 （プロデューサー）

坂田圧已 （鷲宮町商工会）

松本真治（鷲宮町商工会）

七丈直弘 （東京大学大学院 情報学環・学際情報学府 准教授）

【モデ レータ ー】

西崎智子（広島フィルム・コミッション）

Organized  by  : Agency  for Cultural Affairs (Bunka-Cho)

Co-organized  by:  Japan  Film  Commission  Promotion  Council  /

UNIJAPAN  (Japan Association for the International Promotion  of the

Moving  Image)

Date:  October  21, 2008(Tue)  15:00-17:00

Venue:  Roppongi  Academyhills  49 "Tower  Hall"

Fee:  Free <Guests  Only>

Symposium  Theme:

Theme  of the seminar  is the activation of a Film Commission  which

provides  regional information  by  supporting  Film  and  Television

location services. Seminar  focuses on "animation  &  location hunting,"

inviting the Director, Keiichi Hara, and  the producer, Hitoshi Mogi,  of

Summer  Days  with Coo, winner  of the Grand  Prize in the 2007  Japan

Media  Arts Festival, Animation  Division, to discuss the importance  of

real scenery and  stories in animation  production.

Speakers

Keiichi Hara  (Animation  Director)

Hitoshi Mogi  (Producer)

Atsushi  Sakata  (Washimiya-machi  Chamber  of Commerce  and

Industry)

Shinji Matsumoto  (Washimiya-machi  Chamber  of  Commerce  and

Industry)

Naohiro  Shichijo  (Associate  Professor, The  University  of Tokyo

Interfaculty Initiative in Information  Studies, Graduate  School  of

Interdisciplinary Studies)

Moderator

Tomoko  Nishizaki (Hiroshima  Film Commission)
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原 恵 一

アニメーション監督

Keiichi Hara

Animation Director

茂木仁史

プロデューサー

Hitoshi Mogi

Producer

坂 田 圧 已

鷲宮 町 商 工 会

Atsushi Sakata

Washimiya-machi Chamber of Con!merce and Industry

松 本 真 治

鷲宮 町 商 工 会

Shinji Matsumoto

Washimiya-machi Chamber of Commerce and Industry

七 丈 直 弘

東 京大 学 大 学 院 情 報 学 環 ・ 学際 情 報 学 府 准 教 授

Naohiro Shichijo

Associate Professor, The University of Tokyo, Interfaculty Initiative in Information Studies,

Graduate School of Interdisciplinary Studies

西 崎 智 子

広島フィルム・コミッション

Tomoko Nishizaki

Hiroshima Film Commission

講演者 回 羅顯

モデレーター 口mm 萱



司会： 皆 様、 大変 お 待 たせい たし まし た。 ただ 今 より、「 第6

回文化庁 全 国フ ィ ルム コミ ッショ ン・ コンベ ン ショ ン」セ ミ

ナーを始 めさせてい ただ きます。

それで は、 まず は、 この コンベ ンショ ンの内容を 簡単にご 説

明 させてい ただ きます。 今回は､「 アニメ ーショ ンmeets ロ ケー

ション　～風 景、キャラ クター、スト ーリ ー～」 と題し まし て、

前半はヒ ット アニ メ、『河童 のク ウと夏 休み』 の アニ メー ショ

ン監督、プロ デュ ーサーをお 招 きし、 アニ メ作品 のロケ ーショ

ン・ハ ンティ ングのノウハ ウから地域 に眠 る資源 の活用方 法を

検証し 、ロ ケー ショ ン情 報の 発信 窓口 で あ るフ ィ ルム コ ミッ

ショ ンとの連携 につ いて考 えてい きたい と思い ます。 そして 人

気 アニ メ、『劇場 版ポケ ット モ ンス ター ダ イヤモ ンド ・パ ール

「ギラテ ィナと氷空 の花束 シェイ ミ」』で の海外ロ ケー ショ ン・

ハ ンテ ィング映 像をご覧い ただ きます。

後半 は、社 会現象、聖 地巡礼 の火付け役 となっ た「 らき☆す

た」か ら、ロ ケ地ツ ーリ ズ ムを 活かし た町の活性 化の取 り組 み

を検証し 、今 後の映像文化 と地域 の振 興について 考えて い きた

MC:  We  will  now  begin  the  "Bunka-Cho  Film  Commission

Convention  2008,"  seminar.  First of  all, I would  like to offer  a

simple  explanation  of  this convention.  Our  theme  this time  is

"Animation  meets  Locations  - Scenes,  Characters,  and  Stories-."

For  the  first half  of  the  event  we  will  be  inviting  the  director

and  the  producer  of  the  hit anime,  Summer  Days  with  Coo,  to

discuss  how  to better utilize in film the  untapped  resources  in the

world  around  us, focusing  on  what  the  learned  through  location

hunting  for  their animated  works.  Film  commissions  act  as

information  counters  for  location  information  in their regions,

and  I would  like to discuss  the  ways  that filmmakers  can  link

up  with  commissions  for  their films.  Following  that we  will

watch  a video  on  location  hunting  for the popular  animated  film,

Pokemon:  Giratina  and  the Sky  Warrior.

In  the  second  half of  the seminar,  I would  like us to discuss

how  tourism  to the  locations  of  anime  and  manga,  such  as  the

mass  pilgrimages  created  by  the  popularity  of  the anime  "Lucky

Star," can  help  to bolster local economies.  I would  like for us to

think  about  how  film  culture  can  help  in the  future  to promote

the  regions  that films  are  set  in. Now  I would  like to ask  the

いと思います。それではセミナーを始めるにあたり、主催者で

あります文化庁文化部長・清木孝悦よりご挨拶をさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。

清木：ご紹介いただきました、文化庁文化部長をしております

清木と申します。一言ご挨拶申し上げさせていただきたいと思

います。本日はこのように多数の方々にご参加をいただきまし

て、誠にありがとうございます。また、開催準備や運営にご尽

力いただきました全国フイルム・コミッション連絡協議会およ

びユニジャパンの皆様に心からお礼を申し上げる次第でござい

ます。さて、文化庁では平成16 年度から我が国の映画振興の

ため、「日本映画・映像」振興プランを立ち上げまして、各支

援事業を実施しているところでございます。プランのひとつの

大きな柱としまして、魅力ある日本映画・映像の創造を掲げて

おり、優れた映画作品の製作など創造活動への支援に取り組ん

でいるところですが、映画製作には全国各地のフイルムコミッ

ションのご協力と支援が不可欠と考えまして、ロケーション・

organizer  of this event, the  Director  of the Cultural  Affairs

Department  for the Agency  for Cultural Affairs (Bunka-Cho),

Takayoshi  Seiki, for some  opening remarks to begin the seminar.

Mr. Seiki, please.

Seiki: Hello, my  name  is Takayoshi  Seiki; I am  the Director

of the Cultural Affairs Department.  I would  like to say a few

words  before we  begin  the seminar  today. I am  very  grateful

that so many  people  are participating in today's  seminar.  I

would  also like to express my  thanks to the people at the Japan

Film  Commission  Promotion  Council and  UNIJAPAN,  who  all

worked  so hard in preparing and  running today's event. Since

fiscal year  2004, the Agency  for Cultural Affairs (Bunka-Cho)

has been  carrying out various support programs  following  the

establishment  of the "Promotion  Plan  of Japanese  Films  and

Moving  Images."  One  important  aspect of this plan has been

to promote  the creation of attractive Japanese  films and  videos.

We  have  engaged  in supporting the creation of excellent films

and  other aspects of the creative process. We  believe that the

collaboration and  support from  film commissions  across the

Bunka･Cho Film Week 2008　1 03
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デー タベー スの構築な どお 罫伝い を させ てい ただく と共に、毎

年 東 京国 際映Ilflj祭期間 中に 「 文化 庁 令国フ ィルムコ ミッ ショ

ン・ コンベ ンショ ン」 を実施い たし まし て、さ まざ まな観点か

らご 討議を いた だいてい る とこ ろでご ざい ます｡6 111Ⅲ を迎え

ます 今同は､「アニ メーショ ンmeets ロ ケーション ～風 景､キ ャ

ラ ク ター、 スト ーリ ー～」と 題し まして 、実写 の映11111や テレビ

の みな らず アニ メー ショ ン映 画の 製作 にお い て も行 われ る口

ケー ショ ン・ ハンテ ィン グが実 際に どのよう に映Illlj製 作におい

て活か される のかな どにつ きまし て さまざ まなゲ スト の方 々を

交えて お話をい ただ く予 定でご ざい ます｡ 本日のコ ンベ ン ショ

ンが、 ご参加 の皆 様にとって 有意義 なものと なり ますこ とを期

待申しﾋ げ ますと 共に、日 本映 画の一 層の発展 のため に、 今後

とも皆 様 方のお 力添え をお 願い 巾しllげ まして 、私のご 挨拶 と

させて いただ き ます。 本日は 誠にあ りが とうござい ます。

ヒ ッ ト ア ニ メ 「河 童 の ク ウ と 夏 休 み 」 に 学 ぶ ロ ケ ハ ン

J■-術

司会 ：それで はさっそ く始めて 参り たい と思い ます。 まず、 最

初のプ ロ グラムはヒ ットアニ メ　レ河 童の クウと 皃休 みﾂ帽゙ こ学ぶ

ロ ケハン術で す。 ここ からの 進行は広 島フ ィルム・コ ミッ ショ

ンの 西崎智f さん にお 願いし たい と思い ます。 それで は西1114さ

country  is indispensihle  in the support  of  great tilms. and  for this

reason  we  have  assisted  in the  creation of  the Japanese  Location

Database,  and  have  held  a  "Bunka-Cho  Film  Commission

Convention"  every  year  during  the  Tokyo  International  Film

Festival to debate  from  all viewpoints  about  what  makes  a great

film. This  is the  sixth  time  we  have  held  this event.  The  theme

this year  is "Animation  meets  Locations  - Scenes.  Characters,

and  Stories  ." Location  hunting  is not  just something  done  for

live  action  films  and  television;  animated  films  also  search

out  locations  for  their  scenes.  Today  the  plan  is to have  our

many  guests  exchange  opinions  on  how  location  hunting  is

actually  used  in animated  lilms. 1 expect  today's  convention  to

be  a  meaningful  one  for  all participants.  I humbly  request  the

continuing  support  of  everyone  for  the  further  development  of

Japanese  film, and  would  like to thank  all of  you  once  again  for

participating  in today's  seminar.  Thank  you  very  much.

Location  hunting  techniques  learned  from

the  hit  anime,  Summer  Days  with  Coo.

MC:  I would  now  like to quickly  move  on  to today's  event. The

first program  will be  on  location  hunting  techniques  learned

from  the  hit anime  Summer  Days  with  Coo.  I would  like to ask

Tomoko  Nishi/.aki  of  the  Hiroshima  Film  Commission  to lead

the  discussion  from  here  on  out. Ms.  Nishi/.aki. if you  would  be
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ん、 よろしくお 願いい たし ます。

西崎 ：こ んに ちは。 広鳥 フ イルム ・コ ミッ ショ ンの 西崎 で すI

映像 製作 者と町をつ なぐのが フ イルムコ ミッショ ンの 人 きな 役

割なの ですが 、アニ メー ション製作 者との接 点はあ まりないの

が現状 の よう です｡ 今||はヒ ットアニ メが どのよう に作られ た

のか、 会場の 皆さん と伺い ながら、 アニ メーショ ンと町との接

点 を探 りたい と思い ます。 今日お 話しし て くだ さい ますの は、

『河 童 の ク ウと 夏休 み: プ ロ デ ュー サ ー、 茂 木仁 史さん で す

よろ し くお 願いし ます。 そし て もう ひと り、: 河 巾の ク ウと 皃

休み:　アニ メー ショ ン監督 の原恵 一さん･で す、 よろし くお 願い

い たし ます。

今 川は、 人変私は 役得なので すが、 令川で100 を超すフ イル

ム コミッ ションが活 動してい る中で、 広島が 代 衣して 今日はこ

ち らにこさせ てい ただき まし た………j広島は河 嗔伝説 も残る川の町

でして､[ こういっ た機 会が ある んです よ] とお､活しし たとこ ろ、

｢原 監督 に熱い ラブ コ ールを 送って きて くだ さい｣ と広 島か ら

多 くの 方の 声をい ただいて き まし たので、 広島の皆 さんを代 衣

してこ ち らで お話を 伺ってい きたい と思い ます。 よろ しくお 願

いい たし ます。 まず は、昨 年夏 公開 され まし た し河 収の クウと

夏 休み]jのf 告映 像をご覧い ただきたい と思い ます、

so  kind.

Nishizaki:  Hello.  My  name  is Tomoko  Nishi/.aki:  1 am  from

the  Hiroshima  Film  Commission.  Although  the  major  role of  a

film  commission  is to connect  together  filmmakers  and  towns,

currently  it seems  that there  is little work  being  done  to contact

the  makers  of animated  tilms. While  enquiring  of everyone  today

about  the  production  process  of  a hit anime,  1 would  like to

search  for ways  to connect  towns  and  animations.  Today  we  are

joined  by  the  producer  of Summer  Days  with Coo.  Hitoshi  Mogi.

and  the Director  for the film. Keiichi  Hara.  Thank  you  both  very

much  for joining us today.

I am  very  pleased  to be  able  to take  advantage  of  being  a

member  of  the Hiroshima  Film  Commission  to be  here  today

and  represent  the  more  than  100  film  commissions  in Japan.

Hiroshima  is a town  of  rivers, where  the  'kappa'  (a Japanese

river imp)  legend  still persists. When  1 discussed  the opportunity

to attend  this convention  with  people  back  home,  they frequently

asked  me  to "Please  give a passionate  call to Mr.  Hara.  ask  him

to come  to  Hiroshima."  So  I am  very  excited  to be  here  talking

w  ith you.  I expect  to learn a lot from  you  today.  Before  we  get to

the  discussion  however,  let us  watch  a trailer of the film Summer

Days  with Coo,  which  was  released  last summer.
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～『河童のクウと夏休み』 予告映像～

西崎：昨年夏、見せていただいた時の感動が甦ってくるようで

した。昨年度、文化庁メデイア芸術祭アニメーション部門で大

賞に輝いた作品でもあります。原監督、大変長い間温めてこら

れた作品だと伺っておりますが、そのあたりを少しお伺いして

よろしいでしょうか。

原：はい。よく、この原作と出会ったのはもう20 年くらい前っ

ていう話をずっとしているんですけれど、なぜこれを作ろうと

思ったきっかけから話すと、20 年くらい前のアニメーション

業界っていうのはオリジナルの作品がほとんどなくなりつつ

あって、漫画本の、コミックのヒット作がどんどんアニメ化さ

れるっていう流れがあったんですよ。僕自身も漫画原作のもの

をやっていたわけですけれど、まだ若かったんで、将来もずっ

とヒット漫画ありきのアニメ作りしかできないのはちょっとさ

びしいな、ちょっとほかの題材を探してみようかと思って。日

本の児童文学はあんまり読んでなかったんですけれど、面白そ

うなものを適当に買って読んで、その中から一番気に入ったも

のがこの原作だったんですね。

- Summer  Days  with Coo  Preview -

Nishizaki:  That really brought back memories  of the first time I

saw  the trailer last summer.  This film won  the Grand  Prize in the

Japan  Media  Arts Festival Animation  Division last fiscal year.

From  what  I have  heard, Mr. Hara  mulled  over this piece for a

very  long time. Mr.  Hara, I wonder  if you could talk about this a

little bit.

Hara:  Yes. As  I have been  saying for quite a while, I first came

in contact with the story of the film approximately  20 years ago.

To  speak first as to why  I only now  thought to make  this film -

20  years ago  there were  hardly any  original pieces being made

within the animation  industry. The  trend was  all about figuring

out  how  to make  hit manga  and  comics  into anime.  Now,  I

also was  making  films out of manga  at that time, and  being as

young  as I was, I remember  thinking that I wanted  to try making

different types of films, that continuing to make  hit manga  into

anime  forever seemed  somehow  depressing. I never really read

Japanese  fairytales when  I was  young,  but I suddenly  bought

what  seemed  like an interesting book  one  day, and  within it the

tale that touched me  the most was  the story of this film.

Nishizaki:  Really?  Mr.  Mogi,  when  did  you, as a producer,

西崎：なるほど。逆に茂木プロデューサーはいつ頃から原監督

の想いを共有なさって作品作りに取り組まれたんでしょうか。

茂木：原監督が20 年といってましたけれども、多分僕が監督

からこの話を聞いたのは監督が見つけた10 年後くらいだと思

うんですよね。そこで企画書を作って、公募の企画というとこ

ろに一回提出したんですけれども、そこでは映像化されずに終

わったんですね｡実はその後の2､3 年はほったらかしというか、

ずっと置きっぱなしにしたんですよね。その後、やっぱり原監

督がいった通りコミックだとかテレビからしかアニメが生まれ

ていないっていう状況は変わらず、こういう作品を作らなきゃ

まずいだろうということで、そこから積極的にこの企画が動き

出したと思いますけど。

西崎：分かりました。やっぱりそれだけの熱い想いが画像から

伝わってくるなと。ストーリーも非常に魅力的ですし、絵の方

も魅力的だなあと思いながら見せていただきました。今日は、

大変貴重な資料を持ってきていただいてますので、そちらを見

せていただきながらお話を伺って参ります。画面を切り替えて

いただけますでしょうか。

<  P.131-1 >

come  to share  the thoughts  of Mr.  Hara?

Mogi:  Mr.  Hara  may  say  that it was  20  years  ago,  but  I believe

the  first time  I heard  the story  from  him  was  when  he  found  it,

which  I think  was  about  10  years  ago.  We  drew  up  a proposal

and  submitted  it once,  but  the  project  didn't  really  get  off  the

ground.  Actually  for  the next  two  years  after that, I don't  want

to say  we  abandoned  it, but  we  put  it to the  side. For  a time  after

that  it was  just as Mr.  Hara  said, the  only  films being  made  were

those  born  of  comics  or  television  shows,  and  we  thought  it

would  be  difficult to make  a film like this. Since  then  I think we

have  really worked  hard  on  this project though.

Nishizaki:  I know  what  you  mean.  I think  the  film  really

communicates  the  passion  you  put  into it. I remember  watching

the  film and  thinking  that while  of  course  the story  is extremely

appealing,  the  art direction  is also  very  attractive. I understand

that  you  have  brought  with  you  some  very  valuable  images

today,  and  I would  like to show  them  as  we  continue  to talk.

Could  we  please  switch  over  to the screen?

<P.131  -1 >

This  is a  picture  of  Coo  and  the  main  character  of  the film,

Koichi.  Watching  the  film, one  really  feels sympathy  with  the

characters  in it because  of  their natural  postures,  they  are  all
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はい 、こ れが河童 のク ウちゃん と主 人公 の康 一君で すね。 映

画を 見て、登 場する 人物設定 が本当 に自然体で とて も共感で き

た んですけ れども、 誰もがヒ ーロ ーで はない といっ た感じの 描

か れ方だ と思った んで す ね。 キャ ラクター に込めた想 いを監 督

か らお 伺いし たい と思い ますが。

原： まあ、康 一君っ ていう子 は今時 の普通 の小 学生、小 学5 年

生 になるべ く見え るよう にし たい なあと思っ たんで すよね。 だ

か らアニメ ーショ ンの子供向 けの作 品で小 学生 とかっ ていう と

割 と色づけ がはっ きりし た子 が多い んです よ。 まあ、 主人 公は

割 と活発で性 格が素直 で。

西崎 ：そうで すよ ね、 人気者で。

原 ：でもそ ういう 子にはし たくなかっ たんで すよ ね。 割と 自分

があ ん まりし っか りし た ものがな くて、 周 りに流さ れやすい よ

う な子で｡ そし てク ウつていう 河童の子供 の性格 はもうすご く。

なんていう のかな、 人間じ ゃあり得 ないく らい ピュ アな子 にし

ようと思っ ていた んです よ。 そうい うふたつ のキ ャラク ターの

対比 みたい なこ とをさせ たかったし。 普通 考える とや っぱ り康

一 君ってい う子の キャラ クターつてい うの は、 もっ と クウのこ

drawn  in such  a way  that you  don't  really feel that anyone  is the

hero.  What  sort of thought  went  into each  character?  Mr.  Hara?

Hara:  Well,  Koichi  is your  normal  modern  day  elementary

school  student,  and  my  thought  was  that I wanted  to make  him

appear  to be  in fifth grade.  If you  take a look  at most  animations

aimed  at children, grade  school  students  are  almost  always  given

very  vibrant  colors.  I mean,  main  characters  are  usually  very

outgoing  and  gentle.

But  I didn't  want  to make  him  into that sort of  kid. Rather,

he  is a  child  that doesn't  really  have  anything  to  hold  onto,

one  that gets easily  swept  up  in his surroundings.  With  Coo,  I

thought  that I wanted  to  make  him  very,  how  should  I put  it?

Too  pure,  inhumanely  pure.  I wanted  to make  something  like a

sort of  contrast between  the  two  characters.  If you  think  about  it

normally,  I think  that Koichi  is the  sort of  character  that would

really  worry  about  and  be  considerate  of  Coo  from  the  very

beginning,  and  in the  film this is how  it turns out  in the  end, but

he  doesn't  act  that way  in the  start. Moreover,  he  only  thinks

about  himself,  he  only  thinks, "A  kappa  is so  rare, so interesting;

I  want  to keep  it as a  pet." That's  something  I really  wanted  to

put  into his character.  I wanted  to show  over  the  course  of  the

film  a process  of  change,  little by  little.

1 06　Bunko-Cho Film Week 2008

とをものすごく思いやって心配してっていう、最初からそうい

う動きをするようなキャラクターになると思うんですけれど、

この映画でも最終的にはそうなるんですが、最初からそうじゃ

ない。割と自分の都合だけで「河童珍しい、面白そう、飼いた

い」つていうそれだけのところから入ることにしたかったんで

すね。それが映画の中で少しずつ変化していくっていう過程も

見せたかったんで。

西崎：このあたりは茂木プロデューサーも同じように、人物設

定においては原監督の想いそのまんまで、じゃあいきましょう

という。

茂木：うん、そうですね。監督お任せという。

西崎：はい、分かりました。この主人公の康一君には妹がいる

んですけれども、私はこの妹の描き方がとても好きで。私自身

が長女なので、なんかこう、泣いたり、わーつて大きい声を出

していると、どうしても大人が「ヨシヨシ」みたいになっちゃ

うんですけど、「勝手にいってなさい」みたいな感じで放って

おかれている描き方が、非常に共感が持てたんですけれども。

はい、じゃあ次の画像を。

Nishizaki:  And  as a producer,  Mr.  Mogi,  at this point  you  were

just  thinking  to go  forward  with  the  characters  just as  Mr.  Hara

imagined,  I suppose?

Mogi:  Yes. You  could  say  I left it up  to the director.

Nishizaki:  Yes, I see. Koichi  has  a little sister, and  I really like

the  way  she  is drawn.  I'm  the  eldest  daughter  of  my  family

myself,  and  when  I saw  the way  she  was  drawn  I was  really able

to  sympathize  with  it. When  a child cries or shouts  out, it is only

natural  for the adults around  to rush to comfort  it, but in this case,

the  sister was  drawn  in this way  that was  just like, "do  whatever

you  want,"  like she  was  just being  left alone.  Speaking  of  the

way  things  are drawn,  could  we  please  have  the next  image?

<P.131  -2>

This  is a  scene  I am  extremely  fond  of, the  way  you  show

the  water  of  the river  sparkling  as  it is - I wonder  if this isn't

a  very  hard  thing to do  as an  animator-  Mr.  Hara?

Hara:  Yes, well, since  a kappa  is after all a kind  of imp  that lives

at the  water's  edge,  we  really wanted  to pay  particular  attention

to  the  water.  Because  we  thought  that if the water  doesn't  look

real  the  rest of  the  film  won't  really  work  either. It was  my

decision  then, to leave  the reality of  the water  to CG.  So  actually
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<  P.131-2  >

こ れが もう本当 に大好 きなシー ンなんですけ れ ども、キ ラキ

ラ輝く川の 水がすご く綺麗 に表現さ れていて、 こ れは絵作 りも

非常 に難しい のでは ない でし ょうか、監 督。

原：そうで すね、河 童ってい うの はやっぱ り水辺 に棲む妖怪 な

んで、今 回はと にかく水に は気を遣 おう と思 った んです よ。 水

のリアリ ティつてい うか、そ れを 感じさせ ない とや っぱ りまず

いな と思っ てた んで。 そこで 僕は、 その水 のリアリ テ ィつてい

う部 分は やっ ぱ りCG に頼 ろう っ て考 えた んで す よ。 だか ら、

この 画面で 水面が 描い てあ るんで すけ れど、 これ らは全 部CG

です ね。 クウの体 に光 がの ってい る のも絵 には 描い て なくて、

出来上 がっ た絵 にCG で 光の 筋を入 れて もらっ たりってい うこ

とをし たんです ね。水 のリ アリ ティを もっ と描 くっ てい うのは

もの すご く大変 なんで すよ。 大変 な割 にはあ まり見てい る人 に

は大 変だと思っ ても らえない。 自然現象 ってい うのは大 体そう

な んですけ どね。 陽 とかもそ うだし。 今公開し ている 『崖の上

の ポニョ』な んかは､宮崎 監督はそ れを「 もうCG には頼 らない 、

水 をすべて 手で描く んだ」 つていう、 ものすご い決 意でやっ た

わけ なんで すけ れど。 同業 者として はもの すごく分 かるん です

よ。 それがい か に困 難かっ ていう のはね。で も多 分、 見てい る

all of  the water  that you  see  on  the  screen  here, it was  all done

by  CG.  With  all of  the  instances  where  light hits Coo's  body

also, we  didn't  draw  the  light but  rather used  CG  in the  finished

frames  to add  in beams  of light. Trying  to draw  realistic water  is

extremely  difficult. Not  only  is it extremely  difficult, but  there

aren't  very  many  people  who  will  look  at it and  realize  how

difficult it is. More  or  less all natural  phenomena  are  this way.

The  sun, for instance. In  the currently  playing  film Ponyo  on  the

Cliff by the  Sea,  they  say  that Mr.  Miyazaki  said, "I won't  ever

use  CG  again; from  now  on  I'm  going  to draw  all of  the water  by

hand."  And  he  did so  with  a very  strong  resolve. As  a director in

the  same  industry  I really understand  how  difficult this must  have

been,  although  I wonder  if the viewers  of  the film  didn't  watch

it without  understanding  that. It really is very  difficult. Water  is

something  that just doesn't  reward  the amount  of  effort that goes

into  it.

Nishizaki:  I see. It's just my  opinion,  but  I think  that  when

viewers  see  this scene  where  Coo  is swimming  in such  a  clean

river  they  must  think,  "We  need  to make  the  rivers around  us

this clean. I wish  the river near  me  was  clean  enough  for Coo  to

swim  in." So  I guess  that I, for one, thought  that the fact you  had

drawn  such  clean  water  was  very  significant.

人 はそ れがそ んな に大変 なこ となの かってい う感じ に受 け取 ら

れるんじ ゃないか と思う んです よね。 でも 実際もの すご く大変

な んです よ、 水って いう のは。 大変 な割に は報 われないって い

う。

西崎：報 われない。 ち ょうど クウちゃんがこ の綺 麗な川で 泳い

で いる シー ンつて いうの は、私 もそ う なんですけ れども、多 分

ご 覧に なっ た方は 皆さん「近 くにあ る川を綺麗 にしな きや､ク ウ

ちゃんが 泳げる くらい綺 麗にし たい 」 つて思 われたと思 うんで

すよ ね。 本当 に重 要 な、 その くらい綺 麗に水を描 いて くださっ

ている なと思い ました。

原： 僕は水を 描く大変 さってい うのを 今いっ たんですけ ど、そ

の負担 を少し でもア ニメー ターから減 らして、 それ以外 の部 分

にそ の力 を投 じてほし かった んです よね。 そう いう意 味もあっ

た んで す よ。 で もやって みる とやっぱ りCG つて いって も綺 麗

な映 像を作 るのは ものすご く大変なこ とな んだなってい うの は

分 かり まし たけど ね。 やっぱ り誰か が苦労す るこ とになるんで

す よ。

西崎：ええ。 分か りまし た。 じ ゃあ、 次の映 像を 見せ てい ただ

Hara:  When  I spoke  just now  on  the difficulty of  drawing  water,

what  I meant  was  that I wanted  to remove  that burden  from  the

animators  and  allow  them  to put that much  more  effort into other

things.  Of  course, when  we  did  try using  CG  we  discovered  that

it was  still extremely  hard  to create a beautiful image.  No  matter

what,  someone  has  to work  hard.

Nishizaki:  Yes. I understand.  Anyway,  I would  now  like to show

the  next  image.  Well,  I really want  to keep  asking  about  the film

and  the  characters  in it, but  today's  theme  is first and  foremost

the  study  of  location hunting  techniques,  so  on  that note  I would

like  to continue  on.

<P.131  -3>

I  don't  think  that  many  people  realize  that  makers  of

animations  as well  conduct  location  hunts.  On  the  right side of

the  image  that you  now  see  is a  photograph  of  an  actual  town,

while  the  left is the  town  that was  used  in the  film. The  two  are

nearly  identical. The  model  for the town  is Higashikurume  City,

but  why  that place?

Hara:  There  was  a lot of  chance  involved  in that. It was  when

we  were  at the  stage  of  showing  our  plans  for the  film to other

people.  We  intended  to  use  a  story  written  by  a  man  named

Mr.  Kogure,  and  we  couldn't  do  that without  seeking  out  his
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きます。本当はもっともっと映画のお話、登場人物のお話など

伺いたいんですけれども、今日はまずロケハン術を学ばせてい

ただくということがテーマになっておりますので、次に進んで

いきたいと思います。

<  P.131-3 >

実際にアニメーションでロケハンをしていると知らない方も

多いと思うんですけれども、今ご覧いただいている左側の写真

が実在する町で、右側がこの映画で使われたアニメになった町

並み、もうまったく瓜ふたつというか、実写そのもののように

描かれているんですけれども。このモデルになった町が東久留

米だというのは、どういったところからなんでしょうか。

原：これは割と偶然の部分もあるんですけれど、クウの映画を

作るための企画をほかの人たちにも見せるっていう段階で、原

作として木暮さんという方の本を使うつもりでいたので、それ

はやっぱり無断でやるわけにはいかないんで、許可をもらいに

行ったんですよ。それで木暮さんが住んでいたのがこの東久留

米市で。東京でも珍しいんですよね、水源があるんですよ。川

が二本、町の中を流れているっていう場所だったんですね。僕

は、仕事している場所からすごく近かったんで、名前はもちろ

ん知っていたんですけど、目的を持っていくような場所じゃな

permission  first. Mr.  Kogure  lives in Higashikurume  City. It's a

rare  town  for  Tokyo  actually, in that it contains  the  source  of  a

river. There  are  actually  two  rivers that flow  through  the  town.

It's very  close  to where  I work,  so I of course  knew  of  the town,

but  it isn't really the kind  of place  that you  ever  set out  to go  to.

It was  the  first time  in some  ten  years  that I had  been  out  to the

town,  and  as  I looked  at the  river there I remember  thinking  to

myself,  "I wonder  how  it would  be  to set the film here?"  At  first

I  didn't  really have  a strong  preference  about  the place,  but  since

Mr.  Kogure  lived there I also began  to have  the feeling more  and

more  that "If  I set the  film  in Higashikurume,  I suppose  it will

also  please  Mr.  Kogure."

Nishizaki:  Of  course.  Now,  I'm  sure  that  in order  to draw  a

town  this realistically you  need  to carry out  location  hunts,  but  I

wonder  if you  could  speak  on  exactly  how  location  hunting  for

animations  occur.  Actually  when,  that is, at what  point  in time,

at what  point  in the  production  process  does  location  hunting

occur?

Hara:  That  depends  a  lot on  the various  circumstances  of  each

work.  In the  case  of  Summer  Days  with  Coo,  the  period  of  time

during  which  we  didn't  know  whether  we  would  or  would  not

make  the  film  was  quite  long.  How  many  years  was  it that we
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か っ た んで すよ ね。改 めて何 十 年ぶ り かで そ の機 会が あっ て

行って、 川とかを 見た時 に、 な んとなく 「このお 話はここ を舞

台 にし たら どう だろ う 」 と思っ たんで す よ。 最初 はな ん とな

く、 だっ たんです けど ね。 で も木暮さん が住んでい る場所っ て

い うの も何 か自 分の 中で重 なっ て、「こ こ を舞台 にし たら 木暮

さんも喜 んで くれるか な」つてい う よう なち ょっ とした気 持ち

もあっ たんです よね。

西崎： なるほ どで すね。 ここ まで実際の 町と同じ よう に描 くと

なると､ や はりロ ケハ ンが 必要なのか なと思 うんですけ れども、

アニメ ーショ ンのロ ケハンのや り方 につ いて具体 的にお伺 いし

たい と思い ます。 ロケ ハンです ね、実際い つ、 どの時点で、 ど

の製作プロ セ スで ロケハ ンに行か れるんでし ょうか。

原：作品ご と にい ろいろ 事情 は違う と思 うんで すけれ ど、こ の

『河童 の クウと夏 休 み』 に関し ては作 れそ うで作 れないっ てい

う時 間がかな り長かっ たんで すよ。何年 聞か、 作りたい んだけ

ど まだ 今ひ とつ 出資す る人た ちが固 まっ て ない とか ね。で もな

んと なくじ わじ わで きそうに なって、じ ゃあそろ そろ準備 を始

めよう かみ たい な ところ で、 まずは 僕がひ とりでカメ ラ持って

行っ たんです ね、 東久留 米に。こ れは別 に誰に もい わずに。

thought  we  wanted  to make  this film, but  for  instance  couldn't

lock  in this or that investor?  But  then, little by  little, it seemed

like  we  would  be  able  to make  this film, and  at that point, just

when  it seemed  about  time  to begin  preparations  for  the film, I

took  a camera  and  went  alone  to Higashikurume  City. And  I did

this without  telling anyone.

Nishizaki:  Without  telling anyone  you  just went  off by yourself?

Wasn't  that a little inconvenient  of you?

Hara:  Yes,  but  that's  how  I like  it. It was  at  the  stage  in

preproduction  when  you  don't  really  know  anything  about

the  content  of  a film.  At  that point  I still hadn't  written  the

screenplay,  and  this trip also  had  a  scenario  hunting  aspect  to

it. I also  thought  to myself  that "This  is the  place  that I want  to

make  the  scene  of  this story, so  I wonder  if I won't  be  able  to

find  something  out  by  going  there." Once  I was  there, I walked

by  instinct for  the  most  part, and  it was  fairly exhausting,  but

whenever  I saw  some  scenery  that I wanted  to turn  into art, I

would  stop and  take a picture of  it and  so forth. That  isn't to say

that  it was  enjoyable  mind  you.

I  always  had  the feeling like, "You've  come  out  here, but  why?

What  will become  of all of  this?" But  there was  also the pressure

of  "Since  I've come  out  here  I have  to create  something  out  of
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西崎 ：誰に もい わず に、 監督がお ひ とりでで すか。そ れは不便

なこ とはなかっ たですか。

原：いや、 僕は別 にそ の方が好 きだっ ていう か、 まだ中身が ど

うなるか も分かって ない段階 なんで すよね。こ の作品 に関し て

は脚本も書い てない んで、ち ょっ とシナリ オハ ンテ ィング的 な

部分 もあ る んです よ。「こ こを舞 台 にする お話 をこ れか ら作ろ

うとしてい る。 で、そ こに行っ たら何 か得る ものがあ るんじ ゃ

ないか」 つて いう 期待 をしつつ 行く部 分もあ る んで すね。 で、

割ともう勘で歩 きなが ら､ かな りヘトヘト になる んですけ れど、

絵 になる 景色があっ たら立 ち止 まっ て写真を撮 った りとか。 で

も別に楽し くはないで すよ ね。

西崎：楽し くないで すか。

原：不安 なんです よ。「こ んなこ とし たか らって何 になる んだ」

みたい な気 持ちが いつ もあ って。 で も、「何 かをこ こ から生 み

出さない といけない んだ よな」つて いうプレ ッ シャーもあ った

りし て。そ うそう 楽し い わけじ ゃなくて、 不安 なまん ま、 さっ

きいっ たような 自嘲的 な気 分で 「こん なこ とし たからっ て」つ

ていう気 分を抱え て。

all of  this." There  was  nothing  enjoyable  about  it, it was  just

worrisome.

Nishizaki:  So  you  went  all around  the city then?

Hara:  Well,  It was  more  - I'm  a fairly creepy  looking  guy,  and

so  to avoid  getting suspicious  looks  from  people  I tried to sneak

around  as  I took  pictures.  Of  course,  when  it actually  came

time  to make  the  background  scenery  for  the  film I went  there

together  with  the  art stafif. Little by  little we  decided  concretely

"For  this scene  we'll use  this place"  and  so forth.

Nishizaki:  So  when  it finally got  to that point  where  you  had

decided  to actually make  the film, who  exactly  went  with  you  for

location  hunting?

Hara:  More  or  less it was  just me  and  the  art staff. And  then

those  doing  character  design  and  drawing  direction  and  so  forth

came  too. It wasn't  that I thought  that actually  going  to the  town

would  necessarily  be  helpful for  them,  but  more  that the feeling

you  have  towards  a  project changes  after you  actually  go  to its

location,  and  so for that reason  I had  them  go  with  me.  And  then

I  also had  Mr.  Mogi  come  along. We  needed  someone  to explain,

if necessary,  why  this group  of suspicious  old  men  was  creeping

西崎：まわっていらっしゃったんですか。

原：まあ、見た目も怪しいような奴なんで、あんまり人に胡散

臭い目で見られないようにコソコソ歩きまわって写真を撮って

いるっていう感じでした。だんだん実際に作り始めて、それか

ら今度は背景を描く美術のスタッフなんかとも一緒に行ったり

するわけなんですけれどね。少しずつ「ここをこのシーンの舞

台にしよう」とかっていうのが具体的になっていくわけなんで

すけど。

西崎：じゃあ、少しずつ具体的になっていかれる際にロケハン

に出向くスタッフというのはどういった方々になるんでしょう

か。

原：僕と、主に美術の人ですね。あとはキャラクターのデザイ

ンをしたり作画監督をやったりするような人も。そういう人は

町を見て直接それほど役に立つっていうわけではないんでしょ

うけど、でも実際に自分でその場所に行ってみると気持ちが違

うと思うんで、一緒に行ってもらったりするんですよね。あと

は茂木プロデューサーも一緒に行って、同じような年齢の胡散

臭いおっさんがカメラ持ってうろついてると怪しまれたりした

about  town  with  their cameras,  and  we  also had  him  pay  for  our

meals.

Nishizaki:  That  was  the role of Mr.  Mogi  then?

Mogi:  Yes. It's only  during  those  sorts of  times  that anyone  will

refer  to you  as a producer  you  know.

Nishizaki:  Mr.  Mogi,  I wonder  if you  can  remember  any  place

from  when  you  went  out  along  with  them  that left a particular

memory?  Someplace  where  you  thought,  'This  is it."

Mogi:  Well,  a  little after that we  went  out  to Tono  City, and  I

remember  writing  on  the scenario  book  or script something  like:

"This  is the  sort of  river that might  have  a kappa."  That's  what

we  had  to  find of  course,  "the  sort  of  river that might  have  a

kappa."  That  and  an "empty  sea."

My  sense  of  geography  is hopeless.  There  was  nothing  I could

do,  so  what  I, a  "suspicious  old  man,"  as Mr.  Hara  phrased  it,

did  was  to get in the  cab  and  just tell the driver  to take  me  to an

empty  sea,  that is, a sea  that no  one  ever  visits.

But  it's actually  a  very  interesting  way  of  doing  things. Of

course  I don't  draw,  and  these  fictional  characters  are  just

pictures, but  I always  feel something  anyway  when  I think  that
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時は、 彼がそ れを説明 する とかい う ような立場 で一緒 にきて も

らっ たりす るんです よね。 あ とは飯を 食った りする と、 その支

払い をし て もらったり とか。

西崎 ：それが 茂木プロ デュー サーの役割。

茂木 ：そうで すね、そ ういう 時だけプロ デュ ーサー つて いって

く れるんで すね。

西崎 ：茂木プロ デュ ーサー もご一緒 にま わられて、何 か思い 出

に残 って い らっし ゃる、「ここ は」 つてい う よう な、 今 で も覚

えて いる ような場所 はあ り ますか。

茂 木：そう です ね、こ のあ と遠野 に行くんで すけ れども、 シナ

リ オという か脚本上 は、「河 童のいそ うな 川」つて 書か れて る。

そ の「河童 のいそう な川」 つていう ところ を探さ なきゃいけ な

い んです ね。 それ と「人気の ない 海」。

西 崎：「人気 のない 海」 ですか。

茂 木：地 理感は全 然ない わけです よ。 もう どうし ようもない の

the  characters  in the  film  are  going  to also  see  this scenery.

Whenever  I go  out  location  hunting  I always  have  this sense  that

the  characters  are growing  and  that 1 am  beginning  to like them.

Nishizaki:  I think I know  what  you  mean.  So,  I suppose  that the

local  taxi driver was  your  guide  to the areas  you  visited?

Mogi:  Yes, that's right. In the end  he  said something  like, "Maybe

there  is some  area of water  like that around"  and  we  set off.

Nishizaki:  Did  you  actually  find an  empty  sea, one  that met  the

director's  vision? Mr.  Hara?

Hara:  We  had  the  driver  take  us  to quite  a  few  places.  Since

Tono  City  is inland  we  rode  the  train east to Kamaishi  City, and

it was  in front  of  the  train station  there  that Mr.  Mogi  asked  a

taxi driver  to take us  around  in that weird  way.  Of  course, I was

also  there and  I remember  listening off to the  side and  thinking,

"I wish  he  wouldn't  put  it that way.  Why  couldn't  he  have  said

something  like, 'We're  making  an  animation  and  looking  for this

type  of  scenery?"'  But  he  didn't.  Instead,  he  said, "An  empty

sea,  I mean,  isn't there anything  like it around  here?  If you  could

take  us  there  it'd be  great."  I remember  thinking,  "Who  talks

that  way?"  I didn't  really go  along  with  it, but  the  driver  must

1 1 0 Bunka･Cho Film Week 2008

で、 タク シーの運転 手に監督 のいう 通り胡 散臭 いのが 「人気の

ない 海に連 れてって くれ」つて いう。

西崎 ：危ない です ねえ。

茂 木：それが やっ ぱり面 白い んです けど ね。 確か に僕は絵を描

か ない ですけ ど､ 結局架空 のキ ャラク ター、絵じ ゃないですか。

そ の登場人物 たちが この風 景を見る んだっ てい うこ とで何か 感

じ るこ とはあ り ますね。そ のキ ャラク ターに対 して膨 らんでい

く とい うか、 好 きになってい くって いう感 覚は、いつ も僕 は口

ケハンに行 くと感じ ます ね。

西 崎：ええ、 なる ほど。地元 の タク シー の運転手 さんが、地元

で の案 内人 だった わけでし ょうか。

茂 木：そ こ はそう です。 結 局「多 分そ うい う海が ある だろう 」

とい うこ とだけで行 ってる んで。

西崎：実際 には 人気 の ない 、監 督のイメ ージの 海は見つかっ た

んでし ょう か、原 監督。

have  been  thinking,  "What's  with  these  people?"  as he  drove  us

around.  I mean,  he  didn't  really ask  about  us, but  he  must  have

been  thinking  it. He  kept  asking  us  as  he  drove,  "How  about

here?"  "No,  there's  too  many  houses,"  "Here's  a  place,  but  I

wonder  if there  isn't somewhere  better?"  and  it went  on  like

this. There  actually  is a place  like that out  there. To  say  that it's

the  kind  of  place  a  boy  or  a child  from  Kamaishi  might  reach

while  out  walking  around  might  not  be  realistic though.  It had

very  jagged  cliffs along  it and  a sharp  shoreline.  There  were  no

houses  around,  and  it was  the very  middle  of summer  - it seemed

like  the  kind  of  sea  that no  one  would  ever  go  to, and  so  that's

the  place  we  used  for the sea  scenes.

Nishizaki:  So  each  location  in the film does  actually exist then?

Hara:  Yes,  for  instance  we  asked  the tourist information  center

at Tono  about  any  rivers in the  area that people  don't  really visit,

that  might  seem  like the kind  of  place  a kappa  would  live. In the

film  too, Koichi  says  something  along  those  lines describing  the

river while  in the cafeteria.

Mogi:  When  I think  back  on  it, it was  right after the whole  kappa

costume  craze  following  the  TV  show,  "Denpa  Shonen."  They

must  have  just been  thinking  "Again?"
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原： 何か 所 か まわっ て も らっ たん で すよ ね。 遠野 は 内陸 な ん

で、そ こか ら東 に電車 に乗ってい く と海沿い の釜石っ ていう町

に行くんで すけ ど、そ の駅前 のタ クシーの運転 手に、 茂木がそ

うい う風 な注 文をし て。 僕はそ の場 に もい たんで すけ ど、「も

う ちょっ とちゃん とい えばいい のに な」 つて 思って 横で聞いて

まし たけ ど ね。「いや、 実 はち ょっ とアニ メ ーショ ンを 作る の

で、 そうい う場 所を探 してる んです よ」つて。 彼は 本当にい わ

なくて。「人気 のない 海、 この辺 に ないで すか。 連 れてい っ て

もらいたい んで すけ ど」 つて。「なんな んだ､ この頼 み方は」 つ

て思って ね。　僕も別にフ ォロー もし ないで､ 運転手 さんが 「な

んなんだろ う、こ の人たち は」つて いう よう な、特 に聞 きはし

ないんで すけど、多 分思って るよ なあと思い なが ら、 案内し て

もら うんで すけ ど。「こ の辺 どうで すか 」 つてい わ れても 「い

や家が多 すぎる」とかね､「今ひ とつ 。 もうち ょっ とないで すか」

とかってい う。実 際にああい う場所 はある んです よ。 釜石 から

男の子が、 子供が 歩いて たどり着け るよ うな場所 にあるか って

いう と、 ちょっ とそこ まで はリア リテ ィが ないか もし れないで

すけ ど。 リア ス式 海岸 なんで、か なり 入り組ん だ浜が たくさん

ある場所 なんで すよ。 だから 行っ たの は真夏 なんだけ ど、 周 り

に人家 もあ まりなくて、 誰も 海岸にい ないって いう よう な海っ

てい うのがあっ て、そ れを もとに海の シー ンを描いてい るんで

<P.131  -4>

Nishizaki:  Right.  So  tMs  picture  of  Tono,  1 think you  could  have

just  as  well  chosen  not  to include  the  sign  of  Tono  Station, for

instance.  You  also  could  have  chosen  not  to tell anyone  that it

was  Tono,  and  the same  goes  for Higashikurume.  What  was  your

intention  in choosing  to show  exactly  which  locations  you  used?

Hara:  Oh  that's  purely  my  own  preference.  Perhaps.  The

reason  we  went  to  Tono  is because  it's also  in Mr.  Kogure's

story. The  story  didn't  name  it exactly  as  such  though;  I think

he  uses  a  slightly warped  spelling. At  any  rate, for  me,  I really

get  interested  in a project if it actually  uses  a real location. Even

when  I go  out  to do  that sort of  quasi-location  hunting  before  a

project  begins,  thinking  about  what  the  characters  would  do  at

certain  locations  and  what  sort of  places  they  might  go  really

makes  it easier to come  up  with  ideas.

Nishizaki:  I see. Actually,  I didn't  know  this until I saw  the

movie,  but  in Tono  there  are  these  traditional houses  where  the

barn  and  the  main  wing  of  the house  is attached  in an  L-shape

like  the  picture  here. You  didn't  just use  this for  a location, but

you  also made  use  of the story behind  these houses  in the  work  I

noticed.  Who  told you  about  these  houses?  Were  they also in the

original story?

すよね。

西崎：そうなんですね、じゃあ本当にどの場所をとってもあの

映画の中のロケーションは存在するということなんですね。

原：遠野でも観光案内所とかで聞いたんだよな。あんまり人気

がなくて、河童がいそうな川って。劇中でも康一君が食堂でそ

ういうことをいってるけど。

茂木：思い出すと、あの時「電波少年」（＊テレビ番組）で、

河童の着ぐるみの騒動があったあとで、本当に「またか」みた

いな感じの時期だったような気がします。

<  P.131 -4 >

西崎：そうですか。この遠野の描き方もそうなんですが、実在

の遠野という場所をきちんと描いたとしても、「遠野駅」とい

うのを入れないこともできると思うんですね。ですし、遠野だ

といわないこともできると思うんですけど、それは東久留米も

同様なんですが、あえて地名もきちんと出しているという選択

肢、そちらを選ばれたのはどういった意図があったんでしょう

か。

Hara:  For  the  animation  I don't  think  that  we  really  asked

for  very  much  help  from  the  locals. Now  I don't  really  know

everything  about  it, and  it's not  like it wouldn't  have  been  all

right to ask  them,  I mean  its not  that they  wouldn't  have  helped

us  or  anything  like that. But  I sort  of  felt that I wanted  to do

everything  in secret. Like  I said  before,  every  time  I am  at that

stage  where  I'm  going  out  for location  hunting  I end  up  thinking

to myself,  "You've  come  out  here, but  why?"  I think  I just don't

want  to have  a strong  attachment  to any  place.  I want  to go  in

secret,  take  pictures  in secret, and  return  in secret. With  Coo

though,  the  people  of  Tono  City  have  really  cooperated  with

us  in a variety  of  ways  since  the  completion  of  the  film. They

invited  us  to  visit the  city after the  completion  of  the  film,  a

gesture  which  moved  me  deeply. Before  I had  even  talked  to Mr.

Mogi  about  the  film  I made  a  journey  by  myself  out  to Tono,

and  I went  out  to the  fields with  a rental bicycle, just as  Koichi

does.  That's  where  I began  to  have  this sort of  secret  ambition

to  "Someday  make  an  anime  with  scenery  like this." When  it

actually  seemed  that the  film  would  get  made  I went  out  there

with  my  staff to take  pictures.  But  at that time,  no  one  really

knew  why  or for what  purpose  we  went  out  there. It just became

this  journey  of  suspicious  old  men,  staying  at cheap  hotels, and

coming  and  going  at all hours  of  the  day.  Once  the  film  was

finished  and  I was  invited out  there by  the town  officially so that
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原 ：それ はもう単 純に僕の好 みです よね、多 分。遠 野に行 くっ

てい うの は木暮さ んの原作 にもあ る話なので。 で も原作で は遠

野とはして ない んです よね。 ち ょっ ともじっ た名前 にしてあ る

んで すけ ど。 で も僕 はや っぱ り 実際 にあ る場 所 を舞 台 に アニ

メー ショ ンを作 るとい うこ とに面 白 さを 感じる 方 なんです よ。

だか ら作 る前、ロ ケハ ン的 なも のに行っ たりしてい た時 も、 実

際にある 場所で キャラ クターが どういうこ とを するとか、 どう

いう場所 に行 くかとかっ て考え た方が割 と発想 がし やすい んで

すよ ね。

西崎 ：な るほ ど。 映 画を 見る まで私 も知 らなか っ たんで すが、

遠野 には、馬屋 と母屋 がくっつい ている 曲り家 とい う伝 統的な

民家があ る んで すけ れども、こ ういっ たところ でロ ケーショ ン

だけで はな く、 遠野が 持つ スト ーリー を吸い上げ て映 画に活か

さ れてい る と思うんで すけ れども、こ れはど なたか にまたご案

内をい ただい たもの なんです か。 原作 にもう入っ てい らっし ゃ

る ものなんで すか。

原： アニメ ーショ ンの場合 は、 そ れで どこか 地方の人 たち に先

に協力 をお 願い するっ ていうこ とはあ ん まり ないんじ ゃない か

と思 うんです よね。ち ょっ と僕 も全 部は知 らない んで すけ れど。

they  could  once  again  show  me  the locations  for  the film, I had

this great feeling that "I've finally realized  my  dream."

<P.131-5>

Nishizaki:  The  image  we  see  right  now  is of  Tono  Station,  in

illustrated and  photographic  form.  Now,  I think that train stations

or  vehicles  are  somewhat  indispensable  items  for  a story, but

with  a live action  film, once  you've  decided  to use  a station you

don't  need  to decide  on  your  camera  position  during  location

hunting  because  you  know  you  are  going  to be  back  when  you

actually  shoot  the  film. But  when  you  do  location  hunting  for

an  animated  film, since  you  know  you  aren't  going  to return, I

wonder  if you  usually  choose  your  camera  angle  before  you  take

the  picture?

Hara:  Well, we  do  location  hunting  without  receiving  permission

from  anyone,  and  so people  don't  know  what  we  are  doing,  that

we're  making  a film. And  when  you  use  public  places  like this

there  are going  to be  normal  people  doing  their normal  business

there, and  you  can't blatantly  point  a camera  at them.  So  we  try

to take pictures as much  as possible  without  letting others  see  us,

and  we  certainly  don't  use  a flash. You  really have  to focus  your

thoughts  just on  things  like that. Then  again, even  if I say  all this,

of  course  since  I know  I'm  going  to use  the photos  as a model  to
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別 にお 願いし て もい い わけ なんで すけ ど、 ちゃ んと取材 に協力

し ても らうとか。 でも なんか僕 はコッソリ やり たいなってい う

気 持ちが あって。 いつ もロ ケハ ンに行っ たりす る段 階っ てい う

のは さっ きもい っ たよう に、「こ んな ことし たっ て何 に なるん

だ」つて いう ような気持 ちがいつ もあ るんで、あ ん まり大事に

し たく ないってい うか。 コソ コソ行っ てコソコ ソ写真撮 ってコ

ソコ ソ帰っ て きたい っ てい う。『ク ウ』の 場合 は、出 来上 がっ

てか ら遠野市 の方も かなりいろ いろ協 力して くれたんで すけ れ

ど。出 来上がっ てか ら招 待し てもらっ たりし たんです ね。 その

時には、 かな り感慨 はあ り まし たね。 だか らまだ茂木 にも話し

てない 時に、 僕はひ とりで初 めて遠 野に旅 行で 行って るんです

よ。で、 康一 君と同じ ようにレ ンタサイ クルを借りて、 たんぽ

道 を走っ たりし な がら、「い つ かこ ういう 絵 をアニ メで作 る ん

だ」 つて、 秘 かな 野望を 持っ て。 実際 に作 れるこ と になって、

ス タッフと一 緒に行っ て写真 を撮っ たり。で も まだそ んなこ と

は誰 も知ら ない 、何 のため にきたの かも。 ただの胡散 臭いおや

じが何 人か、 安い宿 に泊 まっ て出入 りして るぞ ってい うこ とに

なっ てた わけ ですけ ど。 そ れが出来 上がっ て遠野市 から きち ん

と招待 して もらって 、 また改 めて映 画の中 の舞台 なんかを案 内

して もらっ たりし たっ ていうこ とは「やっ と夢が叶 ったん だな」

み たい な、い い気分 でし たけ どね。

base  the  illustrations on  later, I take that into account  when  I take

them.

<P.131  -6>

Nishizaki:  I'd like to ask  Mr.  Mogi  about  the  next  image.  This

is  Tokyo  Tower.  And  I notice  that even  the  area  around  Tokyo

Tower  is very  finely  detailed.  Well,  Tokyo  Tower  is within  the

city  so  I think  that you  can  go  there  or  research  it easily at any

time,  but  then there is this picture looking  directly down  from  the

Tower.  It's quite scary. Who  took  the pictures of this area?

Hara:  That  would  have  been  me  and  the  art staff. Mr.  Mogi,

you  were  there  too  weren't  you?  I think  so. It's actually  not

a  dangerous  picture;  we  took  it from  the  stairs leading  up  to

the  observation  deck  of  the Tower.  There's  a  staircase  near  the

elevator  and  if you  get permission  you  can  climb  it. Or  was  it that

it's open  on  the  weekends?  In any  case, we  went  on  a weekday

and  paid  a special fee to have  one  of the staff people  there open  it

for  us. We  took  pictures as we  ascended.

Nishizaki:  Well,  you  say  that you  were  with  the  artists and  that

you  went  around  with  your  camera  and  that nothing  was  scary,

but  at least I know  that for  me,  whenever  I'm  in a high  place

I  cling  to the  entrance,  and  here  you  are  going  to the  top  and



＜P｡131-5  >

西崎：そうなんですか。今出ている遠野のお写真と絵なんです

けど、駅の様子ですよね。で、ストーリーに駅だとか乗り物と

かはつきものなんですけど、実写の映画のロケハンの場合、こ

の駅を使いましょうと決めたとして、またメイン・ロケハンと

いう形でカメラポジションというのは実際に撮る時でもいいで

すし､決めてしまわなくても大丈夫なんですけれども､アニメー

ションでロケハンをすると、もう次に戻ってくるということは

まずないと思いますので、この時点でこのカメラアングルでい

くぞっていうのを決めてシャッターを押していらっしゃるんで

すか。

原：僕らのロケハンは無許可ロケハンなんで、何しているか分

からないわけですよ。公共の場所っていうのはやっぱり普通の

人が普通にいるわけで、そういう人にあんまりあからさまにカ

メラを向けるわけにもいかない。だから割と人がこっちを見て

ない時にコッソリ、シャッターを押すとかね、ストロボも使わ

ないで撮ったりとか。割とそういう気は遣うんですよ。でもそ

うはいっても、やっぱりこの写真をもとに絵が作られるってい

う気持ちはあるんで、アングルはそれなりに考えますよね。

taking  pictures  even  in places  without  a railing, and  going  out  to

these  extreme  areas, and  so what  I'm  wondering  is if there wasn't

anyone  like me  on  the animation  team?

Hara:  No,  no.  And  that's maybe  because  if you  don't  think  it's

scary  than it's the kind  of  picture that anyone  could  take. And  we

weren't  using  a special camera  or anything,  it was  really  just a

normal,  small  digital one.

Nishizaki:  Oh,  really?  Anyway,  this next  image  is of  Higashi-

kurume,  and  I think  that it's even  more  beautiful  than  a  photo

could  be.  And  I think  that it must  have  been  drawn  so  well

because  you  thought  that "This  place  is gorgeous,"  or  "This  is the

spot," right? I was  just wondering  if there is any  special meaning

to the bridge  here.

Hara:  I saw  the area  around  this bridge  when  I went  out  to meet

Mr.  Kogure  and  thought  to myself,  "I wonder  what  it would  be

like  to set a scene  here?"  It's about  10  minutes  by  car  from  the

office  and  I also went  there with  Mr.  Mogi.  For  some  reason  or

another  we  passed  by  here  and  I thought  it looked  interesting, so

I  came  back  to it again  later, and  that's the  exact  moment  when

I  thought,  "It might  be  nice to set the film  in Higashikurume."  It

was  this bridge.

<  P.131-6  >

西崎：そ うで すか。次 の絵を茂 木プ ロ デューサ ー、お 願いし ま

す。東 京 タワ ーの周辺 も緻密 に描いてい らっし ゃる。こ れも東

京 タワ ーであ れば都内 なので すぐにロ ケハ ンとい って もリサ ー

チ には行け る と思 うんで すけ れ ども、こ の絵、 怖い です よ ね。

この東 京 タワ ーから真 下を。こ のあ たりは どなたがこ れを撮 ら

れ たんでし ょう。

原：こ れも 僕と美 術の 人た ち、 茂木 もい たよ ね ？ で、こ れ は

別 に危ない撮 影で もなんで もなくて、 東京 タワー には展望台 に

行 くまでの 階段 があ るんです よ。エレ ベー ターの周 りを階段 が

あっ て、許可 して もらえ ればそこを 登れる んで す ね。 今で も確

か 週末は開 放して るんじ ゃないか な。 でも 僕らは平 日行っ たん

で､ 特 別な料 金を払っ て係の 人に階段の カギを 開け てもらっ て、

登 りなが ら写真を撮っ てってい うこ とをやった んです ね。

西 崎： よく映像製 作者の方 とご一緒 してい ると、 カメラを持 っ

て いらっし ゃる と何も怖 くない んだといっ て、すごい 屋上 なん

か で榾の ないあ たりで も、 私は入口 のところ でし がみつい てい

るんですけ れ ども、 カメ ラを持っ てどん どんと ぎりぎりの とこ

ろ まで 行っ て撮影 だっ たりロ ケハンだっ たりなさ る方がい らっ

Nishizaki:  Mr.  Mogi,  do  you  also remember  that?

Mogi:  Yes.  We  never  intentionally  set about  to go  there.  We

drove  out  to meet  Mr.  Kogure,  and  since  we  were  a little early

we  drove  around  the  area  for a  bit and  then  met  Mr.  Kogure.

Afterwards  Mr.  Hara  asked,  "Could  you  take  me  back  to that

one  spot?"  and  so  we  went  there and  then  returned  to the office.

I  had  the  feeling  that he  was  going  to choose  to set the  film in

Higashikurume.  I also  felt that bridge  was  something  like the

core  of  the city. When  I look  back  at it now,  well, I thought  you

could  see  the  bridge  in the  image  below  too. On  the  opposite

side, across  the river.

Nishizaki:  Yes.  I know  that  there  is really  nothing  there,  no

tourist spots  or anything,  but it's such  a beautiful  place  that when

I  see  this image  I think  to myself  that I'd really like to go  there. I

thought  that maybe  you  had  just drawn  it that way.

Hara:  Like  you  just said, it's not  the  kind  of  place  that people

really  know.  Even  for  people  in  Tokyo,  it's not  like there  is

anything  special  there. It's not  the  kind  of  place  where  people

think,  "I think  I'd like to go  out  to Higashikurume."

Nishizaki:  Yeah.  Well,  since  you  used  it for  the  setting  of

Bunka-Cho Film Week 2008　1 1 3

P
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
C
e
r
e
ヨ
o
n
y
y
C
o

ヨ

ヨ
e
m
o
r
a
t
l
v
e

 
S
c
r
e
e
n
i
n
g
s

文

化

庁

映

画

賞

贈

呈

式

・

記

念

上

映

会

D
i
r
e
c
t
o
r
'
s

 
A
n
g
l
e

峽

画

人

の

視

点
D
i
r
e
c
t
o
r
'
s 
A
n
g
l
e

B
u
n
k
a
-
C
h
o

 
F
i
l
m 
F
e
s
t
i
v
a
l
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
2
0
0
8

文

化

庁

全

国

映

画

祭

コ

ン

ベ

ン

シ

ョ

ン



一
『
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
C
e
r
e
ヨ
o
n
y
y
C
o

ヨ

ヨ
e
m
o
r
a
t
i
v
e

 
S
c
r
e
e
n
i
n
g
s

文

化

庁

映

画

賞

贈

呈

式

・

記

念

上

映

会

D
i
r
e
c
t
o
r
'
s

 
A
n
g
l
e

映

画

人

の

視

点
D
i
r
e
c
t
o
r
'
s 
A
n
g
l
e

B
u
n
k
a
-
C
h
o
F
i
l
m

 
F
e
s
t
i
v
a
l
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
2
0
0
8

文

化

庁

全

国

映

画

祭

コ

ン

ベ

ン

シ

ョ

ン

しゃるので、アニメチームにも同じような方がいらっしゃるの

かなと。

原：いえいえ。これは多分全然怖い思いをしないで誰にでも撮

れる映像です。カメラも別に特別なものは全然使ってなくて、

本当に普通の小さいデジカメを持って撮ってますね。

西崎：はい、分かりました。では次は東久留米にまた戻るんで

すけれども、これ写真よりもとても綺麗。これは監督が「ここ

は綺麗だ」とか「ここは」つて思っている場所だからこそ、よ

り輝いた感じに描かれているのかなと思うんですけれども、こ

の橋なんかは何か特別な意味があるんですか？

原：この橋のあたりの眺めを見て、「ここを舞台にしたらどう

か」つて思ったんですよ。原作者の木暮さんに会いに行った時

に。その時も茂木と一緒だったんですけれど、会社から車で

10分くらいで行ける場所なんですね。で、なんとなくここを

通った時に気になったんで、あとで改めてこの辺で車を止めて

もらって、少しこの景色を見ていたんですよ。で、「ここを舞

台にしたらいいかなあ」つて思うようになったのが、この橋な

んですよね。

Koichi's  life I thought  that it must  be  just the kind  of town  that is

described  in the film.

Hara:  No,  it's just that I felt that since  it's not  a place  like that, I

wanted  to make  it into a special  place. I wanted  to make  a special

place  out  of  a place  where  there  is nothing,  and  in that special

place  I wanted  to set a special  story. That  was  my  dream  anyway.

That's  why  I didn't  choose  just any  place  that looked  like it

would  make  a good  picture  and  set the location  there. You  might

even  say  that I didn't want  to set it in that kind of  place.

Nishizaki:  I see. Here  you  have  drawn  the  image  but  removed

the  sign  marking  the  hospital  in the  photo  on  the  left. In  live

action  films, if the maker  of  a product  shown  is different  from

sponsor  of  the film for instance,  or if there is a vending  machine

or  something  like it in the  shot, they usually  try to hide  the label,

and  if they  absolutely  can't  move  it or  hide  it they  use  CG  to

erase  it from  the  shot. So  when  I saw  this image  I thought  to

myself,  "The  line between  live action  and  animation  is really

starting to  blur." As  was  previously  mentioned,  this work  won

the  Grand  Prize  in the  Animation  Division  at the  2007  Japan

Media  Arts  Festival. There  was  also  a work  that won  the  grand

prize  in the  art division,  nijuman  no  borei  (200000  phantoms),

which  was  supported  by  the  Hiroshima  Film  Commission.  It
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西崎：そうですか。その時のことは茂木プロデューサーも覚え

ていらっしゃいますか。

茂木：ここに行こうっていうわけでもなかったんですよね。車

で木暮さんに会いに行って、ちょっと時問が早く着いちゃった

んで、なんとなくこの辺をまわって、木暮さんとお会いして。

監督が「もう一回ちょっとあそこに行ってくれないか」という

ことで行って、そのまま会社に戻って、そこで監督はなんとな

く東久留米を舞台にするわという感じでして。僕もこの橋って

いうのは東久留米の中心みたいな感じになっています。ちょう

ど振り返るとこの下の絵が見えるんだと思ったんですけど。逆

側、川の向こう側に。

西崎：なるほどですね。これだけ綺麗な場所だと、観光地でも

なんでもないんですけれども行ってみたいなと思ってしまうよ

うな、本当にそんな描き方をされていらっしゃるなあと思いま

した。

原：今おっしゃったように、東久留米っていうのは誰でも知っ

ている場所じゃないんですよ。東京の人でも、特に何かあるっ

ていう場所じゃないんで。「ちょっと東久留米に行ってみよう

was  a  work  of  about  10  minutes  so  it wasn't  the  kind  of  movie

that  could  be  distributed to theaters, but  we  still wanted  to bring

it to Hiroshima  so we  staged  its Japan  premier  at the Hiroshima

Peace  Film  Festival. In Hiroshima,  we  also have  the International

Animation  Festival  in  Japan,  and  since  the  film  was  made  by

stitching  together  numerous  photographs  in quick  succession

using  a  sort of  animation  method,  it was  also able  to appear  in

that festival. I really think  that the  boundary  between  animation

and  live action  is becoming  thinner  and  thinner, and  particularly

with  this piece,  Mr.  Hara,  you  have  created  a  work  that  is

extremely  close  to a live action  film. What  do  you  think  about

this idea that the boundary  between  live action  and  animation  is

blurring?

Hara:  Before  I get  to that, this is trivial, but  this picture  isn't

Higashikurume.  It's the  next  station down,  Kiyose.  In  the  end

when  Koicihi  is to send  out  Coo  by  post  from  a convenience

store, he  worries  about  being  seen  by  others  and  so  goes  one

station  down  the  line. This  image  is from  a scene  after he  arrives

there. Kiyose  is like Higashikurume  but  a little more,  well,  it's

not  a very  nice  way  of  putting  it, but  it's even  further in to the

middle  of  nowhere.  Just a correction  though...

As  far as the expressive  power  of animation,  there  is no  doubt

that  it has  really  become  more  realistic in the  past  20-30  years.



か」 と思うような場 所じ ゃないです よね。

西崎：そ うです よね。 生 活の場、主 人公 の生活の場 として 取り

上げら れているの で、 きっ と実際 にもそう いっ た場 所な んだろ

うと思い ます。

原：た だ、 僕はそ うい う場 所を特 別な場所 にし たい ってい う気

持ちがあっ たんで すね。 なんでも ない場所 を特 別な場所、 なん

でもない場 所で特 別な物語 を作り たいって いう。 ちょっ とそう

いう野望 はあっ たんです よ。 だか らいか にも本当 にどこを とっ

ても絵 にな るよ うな場 所 には、舞 台を 置か なかっ た んで すね。

置きた くなかった とい うか。

西崎：分か り まし た。 次の、 最後の 絵なん ですけ れども、左 側

の写真か ら病院の 看板を はずして描 いてい らっし ゃるんで すよ

ね。 実写で も、ス ポンサ ーが 違うメ ーカ ーだっ たり する と、 自

動販 売機 を 隠し て撮 った り とか、 ど うし て も動 かせ ず 隠せ ず

だっ た らCG で消し たり とかで すね。「だ んだん実 写とアニ メー

ショ ンの境 界線が なくなって きてい るのか なあ」 と思っ たりし

ます。昨年 監督の作 品が文化 庁メデ イア芸 術祭 アニ メ ーション

部門で 大賞 をお獲 りになっ たんで すけれ ども、同じ くメデ イア

With  films especially, people  are increasingly  seeking  out  reality

for  the backgrounds.  In the past, too, there  were  works  set in real

places  you  know.  I've  heard  that with  theatrical  masterpieces

like  "Heidi,  Girl of  the  Alps,"  which  Hayao  Miyazaki  and  Isao

Takahata  worked  on,  long  before  making  the  anime  the  entire

staff went  to the Alps  and  took  pictures. There  haven't  been  a lot

of  animated  shows  which  depict  the real world  in which  we  live,

but  recently  those  kinds  of  works  have  been  increasing.  Twenty

years  ago  when  I realized that I wanted  to make  this film, it was

my  grand  ambition  to make  a fictional piece  out  of  the  world

and  the  places  I actually  live in. It seems  it wasn't  just me  who

thought  about  this, these  kinds  of  works  are  now  coming  out

little by  little. I think  it must  be  due  to  advances  in animation

technology.  And  not  just  for  backgrounds  animations  but

animation  technology  in general. The  advances  have  caused  this

blurring  of  boundaries.  It's not  just that live action  is live action

and  that animation  is beginning  to get closer  to it; there are  also

now  live action films  where  the action  is done  in an anime-esque

style. When  I see  these  I really think  that the  boundary  between

the  two  is getting  smaller.  It might  be  a  weird  example,  but

recently  when  I've seen  variety  or  talk shows  on  television  I've

caught  myself  thinking,  "This  is really like an  anime."  They  use

an  amazing  amount  of  sound  effects. That  included,  I do  think

that  the line between  the two  is blurring.

芸術 祭で 、ア ート 部 門で 大賞 を受 賞し た 『20 万 の 亡霊 』 とい

う作品があ り まし て､ 広島フ ィル ム･コミッ ションの方で サポー

ト し てい る作 品で す。 10分 くらい の ショ ート フ ィ ルムな んで

すけ れども、 まずは、 配給にのっ て映 画館 にかか るよう な映像

じゃない ので、 地元に還元 したい というこ とで、 広島平和 映画

祭でジ ャパ ン・プ レミア といって かけ まし た。広 島は国際 アニ

メー ション・フ ェステ ィバル とい うの も開催さ れている んです

け れど も、 その 映像が写 真をつ なぎあ わせ てい く、 い わゆるア

ニ メー ションの 手法だ とい うこ とで、アニ メ ーション・フ ェス

ティバ ルでもかかっ たんで すね。本当 に実写 とアニメ ーショ ン、

どんど ん境目が なくなっ て きてい るな と思 うんで すが、監 督自

身は非常 に実写 に近い形で 今回 の作品をお 作り になった んで す

が 、そのあ たり の境 界線が 近づい てきてい るな とか、ど のよう

にお考え になってい らっし ゃい ますか。

原 ：その 前に、細 かい話で すけ ど、 こ れ東 久留米じ ゃない んで

す よね。 隣の清 瀬っ てい う駅な んです よ。 最後に康 一君が ク ウ

をコンビ ニから宅 配で送る時 に､ なん となく人 の目を気 にし て、

地 元じ ゃなくて ちょっ とひと駅隣 の駅に行っ て、 つていうそ こ

の駅を 降りた シーンなんで。 清瀬っ ていう のも東 久留 米 みたい

な、いい 方が悪い ですけ ど、もう ちょっ と田 舎く さい 場所 なん

Nishizaki:  Yes.  As  a  film  commission  is a  window  to  the

regions  around  the country  and  so  I really hope  that in the  future

animation  creaters will contact  us, a film commission  when  they

go  out  location  hunting.  You  received  a lot of support  when  you

were  screening  the  film, from  Higashikurume  City,  Tono  City

and  Iwate  Prefecture,  and  I think they  played  an important  part in

helping  to hold  events  and  raise awareness  of the film. Mr.  Mogi,

was  it you  who  approached  the cities about  this?

Mogi:  It wasn't  that we  were  gunning  for  Tono  City,  it's that

from  the  start there  wasn't  a lot of  knowledge  going  around

about  this film, and  after it was  finished, since  it was  about  to be

released  we  needed  more  and  more  to go  out  and  do  publicity  for

it, and  it was  at that point  that we  requested  to see  the mayors  of

Tono  and  Higashikurume.  But  I think  that more  than  the fact that

their towns  were  appearing  in the film, was  that they were  really

emotionally  affected  by  the  film. We  had  sneak  previews  held  at

the  two  locations,  and  they  invited  their children, and  everyone

really  seemed  to enjoy  it. I was  very  pleased  to see it.

Nishizaki:  Right.  Since  you  received  support  for  screenings

from  film  commissions  this time,  I do  hope  that next  time  you

seek  out  the  assistance  of  a film  commission  again.  Thank

you  very  much  for  such  an  enjoyable  conversation  today,  and
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で すね。 ちょっ と訂正 ですけ れど。　　　　　　　　　　　　　　　　 ない わけ です よ。 背景だけ じゃ なくて アニ メー ターの技量っ て

い うの も。そ れで どん ど ん境 界線が なく なって きた んで すね。

西崎：じ ゃあ、 こ れは訂正 とい うこ とで。　　　　　　　　　　　　 実 写は実 写でアニ メに近づ いてい るってい うか、 アク ションも

のなんか だと特 に、 実写 なんだけ どアニ メつぽいっ ていう もの

原：そ れで 境界の 話です よね。アニ メー ションの表 現力っ てい　　　 が あ り ます よね。 そ れで な んと な く境 界は な くな って きて る

うの は、 ここ2 ～30 年 でも のすご くリ アリ テ ィを持つ よ うに　　　 なあって気 はし ます よね。 ち ょっ と例え が変か もしれ ませ んけ

なっ たのは 間違い ない と思 うん です よ。 映 画な んか だと特 に、　　 ど、最近 テレビ なんか見 てて思 うのは、 バラエ ティのト ーク番

背景のリ アリテ ィとか、そ ういう ものを どんど ん追求する よう　　　 組 とか を見る と「すご くアニメ つぽい なと」思 うよう になっ て

になって きたし、 昔の アニ メ ーションで もリ ア ルな場所 を舞台　　　 きて。そ れ はSE を ものす ごく使 って るんで すね。 今の流 行り

にした ものとかっ ていう のはあっ たんで すよ。宮崎 駿さ んとか　　　 なのか もしれ ない ですけ ど。画面 に映っ てる人が こん なこ とや

高畑勲 さ んとか がやっ てい た ような「 ア ルプ ス の少女 ハ イジ」　　 ると「 キュコ キュコ」 つて音を 入れた りとか。あ れって すご い

だとか、 そうい う名作 劇場 み たい なもの は、 作る 前にス タッフ　　　 アニメ的 なんで すよ。そ ういう のも含 めてなん となく境 目がな

たちが みんな現 地で写真 を撮って きたりっ てい うのはやっ てた　　　 くなって きている気 はし ますね。

んです よね、昔 から。 アニメ は現 実の 自分の身 の回りの 世界を

描くって いう作 品があ んまり なか った んです よね。 でも 最近は　　　 西崎：そ うです ね。 地域 の窓口 として、 アニ メで あって もロ ケ

そう いう作 品 も増え て きて、 だか ら僕 なんか は20 年 前 にこの　　 ハ ンに行かれ る場 合 は、 ぜひフ ィル ムコミ ッショ ンにご 連絡い

映画を作 りたい と思っ た時、自分のいるこ の世界、こ の場所で、　　 ただ きたいな と思ってい ます。 今回 の映画 も、 上映にあ たって

フ ィクショ ンのアニメ ーショ ンを作り たい ってい う、そ れもひ　　　 は 後援 で東 久留 米 市、 そ れか ら遠 野市 、岩 手県 が 後援 さ れる

とつ 大きな野望 だっ たんです ね。 でも、 そうい うこ とを 思った　　　 こ とで、 上映 のサポ ート だっ たりイベ ントの 開催だっ たり、映

のは 僕だけじ ゃなくて、 そうい うもの も徐々 に作ら れる ように　　　 画の盛 り上げ にひ と役買 った と思う んですけ れども、こ のあ た

なって きて。絵 の技術 とかも どんどん上 がって きたの は間違い　　　 りの アプ ロ ーチ とい うのは茂 木プロ デュー サーか らだっ たんで

for bringing  with  you  such  valuable  materials. By  the way,

Hiroshima  has been  promoting  its riverside lately with riverside

film screenings, and  I'd like it very much  if we could show  this

film in Hiroshima  and invite the two  of you to attend.

Hara:  Yes, I would  like to.

Nishizaki:  Thank  you  very  much.  Once  again, thank  you  so

much  for the pleasant conversation today.

1 1 6　Bunka-Cho Film Week 2008

Location  Hunting  History  for  Pokemon

MC:  First, we  would  like to present a film about the location

hunting  which  was  carried out overseas for Pokemon:  Giratina

and  the Sky  Warrior, a theatrical film of the popular Pokemon

animation, which  opened  this summer.  This was  provided  to us

by  Shogakukan-Shueisha  Productions. Please enjoy the film.

- Screening of the location hunting film -

MC:  After watching the film, what  do you think, Ms. Nishizaki ?

Nishizaki:  I was  surprised at what  an extremely  wide-ranging

process  the location hunting was.  What  came  across from  the

film  was  that the location hunting was  not just about  visiting

some  places, but  about  actually standing  there in the sites

themselves  and  getting really involved  - "Let's try and  really

experience  the place. Let's try to become  the characters we've

drawn  for the film." I think perhaps  this served  to raise the

quality of the finished product.



しょうか。

茂木:これは初めから遠野を狙い撃ちにしていたんじゃなくて、

とても知名度のない作品なので、映画が完成したあとに、せっ

かく出ているんだったらってことで、宣伝っていうかそういう

形でどんどん露出していかなきゃいけないってことで、宣伝

チームと一緒に遠野と東久留米の市長さんに見てもらってです

ね。自分の町が出ているっていうことよりも、すごく映画に共

感してもらったっていうことの方が大きいんじゃないかなと思

います。現地で試写会、子供たちを呼んで、非常に楽しんでく

れて、こちらもうれしかったですね。

西崎：分かりました。フイルムコミッションは上映支援も行っ

ておりますので、ぜひ今後ともお付き合いしていただければと

思っております。今日は本当に貴重な資料も持ってきていただ

きまして、楽しいお話をありがとうございます。広島は、川辺

を楽しもうということで、川辺の上映会も行っております。原

監督と茂木プロデューサーには河童のクウちゃんを連れて、ぜ

ひ広島にもお越しいただきたいなと思っておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

Popular  Anime  "Lucky  Star"  and  a  Local

Movement  in  Washimiya-machi

MC:  Next,  we  are  going  to take a good  look  at a location  which

has  become  a kind  of  place  of  pilgrimage  for  those  interested

in  animation.  "Lucky  Star"  has  turned  into a local movement  in

Washimiya-machi,  Saitama  Prefecture.  Ms.  Nishizaki,  please.

Nishizaki:  Thank  you. I always  keep  at the forefront of my  mind

the  question  of  how  to  better  utilize shootings  that  are  taking

place  at our  town,  the finished  works,  and  various  contents  found

in  the  regions.  In  many  cases,  there  are  a  number  of  issues  to

overcome,  making  it difficult to get  things  done  as  smoothly  as

expected.  Now,  I would  like to present  a surprisingly  successful

case  in which  a  local community  managed  to  shake  off  these

difficult problems  associated  with  such  activities.

Today,  we  are going  to see  a presentation  of  a wonderful  and

highly  successful  example  of  activities in a  local  community

from  these three gentlemen.  First of all, could  you  each  introduce

yourselves  briefly? Mr.  Sakata,  please.

Sakata:  Hello,  everyone.  I come  from  Washimiya-machi,  a

very  remote  town  in Saitama  Prefecture  located  near  the  borders

with  Chiba,  Ibaraki  and  Tochigi  Prefecture.  My  name  is Atsushi

Sakata,  of  the Washimiya-machi  Chamber  of  Commerce  and

原：ぜ ひ行きたい ですね、 僕も。

西崎：あ りが とうご ざい ます。今 日はあ りが とうござい まし た。

Industry. I look forward to speaking with you all today.

Matsumoto:  My  name  is Shinji Matsumoto,  of the Washimiya-

machi  Chamber  of Commerce  and  Industry. I also look forward

to talking with everyone  today.

Shichijo:  And  finally, me;  my  name  is Naohiro  Shichijo, an

associate professor in the Interfaculty Initiative in Information

Studies, The  University  of Tokyo.  I work  in the education

program  for contents  producers  which  is carried out  at The

University  of Tokyo  and  in particular am  responsible for the

management  of film-related items  in the program,  such  as

animation.  This  led to my  entering  into a debate  related to

animation  and  locations as part of JAM  2008, which  opened  last

week  at the Association of Japanese  Animations  (AJA).  Today,

I  would  like everyone  here to think of me  as playing the role of

liaison between  the animation side and  the location side. Thank

you  for listening.

Nishizaki:  So  first, could  Mr. Sakata  introduce to us the film

which  he has brought here?

Sakata:  I think everyone  will easily understand what  is meant

by  a "sites of pilgrimage" when  the film has been  shown  on the
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ポ ケ モ ン の 囗 ケ ハ ン ヒ ス ト リ ー

司 会: それで はこ こで、 今年の 夏に公開 され まし た人気アニ メ、

『劇場 版ポ ケット モンス ター ダイヤモ ンド・ パー ル「ギラテ ィ

ナ と氷空の花 束 シェイ ミ亅 の 海外でのロ ケー ション･ハ ンティ

ング映 像 をご 紹 介い たし ます。今 回 は小 学館 集英 社 プロ ダク

ション様 からご提供 をいた だき まし た。そ れでは、 映像をご 覧

ください。

～ロ ケハ ン映像～

司 会：さ あ、 映 像をご覧い ただ きまし たけ れども、 西崎さ んは

い かがでし たか。

西崎：非常 に大が かりにロ ケハ ンをなさっ ている ので、驚 き ま

し た。 ただロ ケハン、そ の場所を 訪れてい るとい うだけで はな

くて、「体 感し よ う、 今 度は 自分 たちが 描い てい く主 人公 にな

ろ う」 つていう 意気 込みで その場 に立って いらっし ゃるっ てい

うのが伝 わって きて、作 品に クオリ テ ィを増す とこ ろな のかな

と思い まし た。

television  screen. Please  enjoy  watching.

- Screening  of explanatory  video  on  the "sites of  pilgrimage"  -

Sakata:  Now,  I would  like to give  a very  broad  overview  of  the

approximately  one  year  that has  passed  to date since  Washimiya-

machi  embarked  on  this work.

The  title "Animation  will  save  a local  comminity,"  is a

wonderful  theme  but  not  one  which  I created.  Nevertheless,

I  would  like to  speak  under  this theme  today.  So,  let us  look

at how  we  at  the  Washimiya-machi  Chamber  of  Commerce

and  Industry  made  use  of  this "Lucky  Star,"  and  embarked

on  these  kinds  of  endeavors.  We  made  our  entrance  in  the

world  on  25  July  2007  when  we  appeared  on  Yahoo!  topics:

"Security  problems  as 'Lucky  Star' fans take  the Kanto  region's

oldest  shrine  by  storm."  The  "Lucky  Star"  fans  who  flooded

the  shrine  wrote  messages  about  the  animation  on  wooden

prayer  plaques,  known  as 'ema,'  which  they hung  up  at the  local

shrine,  Washinomiya  Jinja - messages  like "I want  to marry

Kagami,"  for  example.  I think  we  can  interpret  this as  being

more  a declaration  of his love  for the character, rather  than being

an  actual  wish  to get  married.  In  any  event,  those  people  came

to  write  something  about  this. It was  reported  that there  were

concerns  about  security at the shrine.

1 1 8　Bunka･Cho Film Week 2008

人 気 ア ニ メ 「 ら き ☆ す た」 に お け る 埼 玉 県 ・ 鷲 宮 町 の

地 域 ム ー ブ メ ン ト

司 会：続 きまして は､アニメ 聖地巡礼 を徹底 検 証。「ら き☆ すた」

と、 埼玉県 鷲宮町 の地域 ムーブメ ントで す。 そ れで は再び広 島

フ イル ム・コミ ッショ ンの西崎智 子さん に進行をお 願いし たい

と思い ます。 よろし くお 願い いたし ます。

西崎：引 き続 きよろ し くお 願いい たし ます。 白分 たちの町で 行

われるロ ケや出来 上がっ た作品、 それか ら地域 のコンテ ンツを

どのよう に活用し ようか といつ も念頭 にお いて活動し てい るん

で すけ れども、さ まざ まな課題があ って、 すぐ に思 う通 りには

い かない のが現状 では ない でし ょうか。 今日はそ の難しい 課題

も吹 き飛 ばして、 驚きの 成功事 例をご紹 介させてい ただ きたい

と思い ます。 お話しい た だくのは鷲宮 町商工 会･ 坂田圧巳 さん。

ジャー ジで の登場 です。 よろし くお 願いい たし ます。 同じ く松

本真治 さん。同じ くジ ャージで、 よろし くお 願いし ます。そ し

てもう ひと り、東 京大学 准教授 の七丈直 弘さんで す。 よろし く

お 願いし ます。

今日 は素晴 らし い大 成功活用事 例をご 紹介い ただく んで すけ

れど、 まず は3 人 の方 に、 簡単に 自己紹 介をしてい た だきたい

と思い ます。で は坂田さ んから よろ しくお 願いし ます。

<P.132-7>

This  is the  place  where  the ema  are hung  up  at Washinomiya

Jinja as it is currently, in a picture taken  the day  before  yesterday.

The  phrase  "sites of  pilgrimage"  which  was  just referred  to

means  that people  are  making  a special point  of  visiting this site

which  was  featured  in the animation.  As  I think has  already  been

discussed,  Washimiya  never  knew  that the location  hunting  team

had  come  to the  town.  The  way  it happened  was  that our  town

just  appeared  in the anime  before  we  had  a chance  to know  what

was  happening,  and  even  before  we  knew  that it had  made  an

appearance,  it was  listed for everyone  to see  on  Yahoo!  topics.

<P.132-8>

I  think  this is the  place  where  the  most  famous  scene  was

taken.  This  scene  is shown  at the  opening  of  each  installment

of  the animation  series, and  I think  this has  given  this place  a

really  powerful  appeal  to the  audiences  and  fans who  watch  the

films.  Incidentally,  you  can  see  a  store  to the  right-hand  side

of  the front  of  the  gate; this is a tea store, Otori  Chaya,  and  it

just  so  happened  that it was  under  the  direct  management  of  a

member  of  the Chamber  of  Commerce  and  Industry  three  years

ago.  In this way,  I think  we  have  done  quite a good  job  of riding

the  wave  of  becoming  a  town  that people  visit for its animation

associations,  as a result of something  that arose  quite  by  chance.

However,  to begin  with,  the  information  initially given  in the
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坂田 ：皆 様こ ん にちは。 私は埼 玉県 の北東 部の、 千葉 ・茨城 ・

栃 木とい う、埼 玉県 の県境 の方で 鷲宮 町という非 常 にさびしい

町の方 からやっ てき まし た。 まさに先 ほどのお 話があ り まし た

よう に、 河童が 出そう なところ というこ とで、ぜ ひ次 を撮る時

に は鷲宮 町をご 利用い ただ きたい な と思 い ます。 鷲宮 町商工 会

の坂田 と申し ます。 今 日はよろし くお 願いい たし ます。

松 本：同じく田 舎の鷲宮 町か らやって 参り まし た、鷲宮 町商工

会の松 本 と申し ます。こ こ まで くる のに 実 は3 回 く らい 道 に

迷っ てし まっ たので､ 私 はヒ ル ズ族 になれ ない な と思い まし た。

鷲宮 町商工会萌 え系 第一部門担 当、松 本でござい ます。 改めて

よろし くお願いい たし ます。

七丈 ：最後に なり まし た、私、 東京大 学情報学 環准教授 の七丈

と申します。 どうか よろし くお 願いし ます。 自己 紹 介差し上げ

ますと、 東京 大学で行 っている コ ンテ ンツのプロ デ ューサ ー育

成 事業、この 中で特 にアニ メで ある とか映像系 の科 目のマ ネー

ジメントを担当 してお り、そ ういっ た縁もあ りまし て、 動画協

会で 先週開か れ まし た「ジ ャパ ン・ アニメコ ラボ・マ ーケ ット

2008  (JAM2008) 」、この 中でもや はりアニ メー ションとロ ケー

ションの 関係 につ きまして 議論し たわけです が、そ ちらの方 に

Yahoo!  topics, mentioned  just now,  gave  an  extremely  negative

image  of  Washimiya-machi.  But  the  combination  of  the

traditional  aspects  of  the Washimiya-machi  -"the  Kanto  region's

oldest  shrine"-  with  'moe'  animation  ('moe'  referring  to cute  or

appealing  manga  characters)  was  entertaining  to reporters  and

the  mass  media,  and  we  had  people  coming  to do  coverage  of

various  places  in the town.  People  came  from  the newspapers  and

from  the  television. To  begin  with,  I think  most  of  the coverage

was  quite one-sided;  it was  centered  on  being  "interesting  in a

quirky  kind  of  way"  and  was  biased  towards  the  kind  of people

known  as  'otaku.'  However,  as  the  coverage  became  more

frenzied,  the  numbers  of  "Lucky  Star"  fans  visiting increased

still more,  as more  people  saw  the coverage  and  wondered  what

was  going  on  in  the  town.  Then  we  started  getting  more  and

more  regular  visitors, as people  came  to have  a look  at the  ema

that  had  been  left there. Then,  finally, the  local residents  started

coming.  This  group  was  of  local  people  who  had  noticed  that

something  was  going  on.

Actually,  the  general  verdict  on  the  "Lucky  Star"  fans  who

came  to  Washimiya-machi  was  that  they  were  "extremely

courteous  visitors." This  is the  impression  you  get  whoever  you

talk  to. People  have  displayed  very  good  manners,  and  there

really  have  not  been  any  cases  of  behavior  which  could  cause

annoyance  to the  local community.  So  really, we  were  getting

も参加 してお ります。 というこ とで、 今回私 はアニメ 側と今 回

のロ ケー ショ ン側 とのリ エゾ ン的な役 割という ことでお 考え く

ださい。 どう かよろし くお願いい たし ます。

西崎 ：では まず、坂田 さんの方 からお持 ちい ただ きまし た映 像

をご 紹介い ただきたい と思い ますが。

坂田 ：それで は、簡 単にテレビ で流 された映 像が、聖 地巡礼 と

は どういうこ とか分か る と思い ます ので、ご 覧いた だきたい と

思い ます。で はよろし くお願いし ます。

～聖 地巡礼　 説明VTR ～

西崎 ：ありが とうござい ます。

坂田 ：こ れが非 常 に分か りやすいVTR か と思い ます。そ れで

は私 の方か ら、鷲宮 町が取 り組み始 めて今約1 年とい うもの を

大 雑把にご 説明させてい ただ きます。そ のあ とで松 本の方 から。

いか にこの ファ ンの方 を鷲宮 に引 き付ける かという、 いろいろ

な事 業の取 り組み につ いて細 かくご 説明させ ていた だきたい と

思い ます。

fans  visiting  from  all over  Japan,  and  as the  Washimiya-machi

Chamber  of  Commerce  and  Industry,  we  thought  we  would

like  to provide  at least one  kind  of locally produced  foodstuff  or

something  as a souvenir  for the  people  who  were  coming  to the

town.  First of  all, thinking  that at least we  had  nothing  to lose,

we  telephoned  Kadokawa  Shoten  Publishing  which  owned  the

copyright  to the animation.  Following  this, Mr.  Matsumoto  and  I

emailed  the company  a week  later with  about  20  to 30  proposals

- really, just throwing  every  proposal  that came  into  our  heads

at them,  just to show  them  how  eager  we  were  to do  this. "Why

don't  you  come  to the company  to discuss  this?" they  replied. We

got  advice  suggesting  things  like "What  about  having  an  event

involving  the  voice  actors?"  I think  the  reason  why  Kadokawa

Shoten  Publishing  initially wanted  to cooperate  with  us  in this

way  was  because  they  were  concerned  that the  initial rush  on

Washimiya,  the locality of the animation,  had  caused  commotion

or  annoyance  to the  local  community,  and  they  were  thinking,

"We'd  like to do  something  for you."  The  first event  was  held  in

December.

<P.132-9>

The  picture  gives  you  an  idea  of  what  the  event  was  like.

This  is how  many  animation  fans  were  gathered  at the  shrine.

The  picture  below  shows  the  merchandise  we  put  on  sale  at

that  time. As  the  Chamber  of  Commerce  and  Industry,  we  have
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「アニメが地域を救う」ということで素晴らしい題が書いて

ありますけれども､私か付けたわけではないんですが､こういっ

た題で今日はやらせていただきます。ではもともとどういう形

で鷲宮の商工会がこの「らき☆すた」を使って、こういった取

り組みをするようになったかというところです。 2007年の7

月25 日に､Yahoo ！のトピックスに、＜関東最古の神社に「ら

き☆すた」オタク殺到　地元、治安の問題が＞といった形で登

場いたしました。その殺到しましたオタクの方たちは鷲宮神社

の絵馬に、「かがみは俺の嫁」ということで、アニメのキャラ

クターと結婚宣言というんでしょうか、願いではないと思うん

ですけれど、こういった形で絵馬を残していくというようなこ

とをしていく。ということで治安が心配だという報道がされて

おります。

<  P.132-7 >

これが一昨日撮影させていただきました今現在の鷲宮神社の

絵馬かけ所でございます。アップにしてみますと、まさにこう

いった形、これには「俺の嫁」つていうのは書いてありません

けれども、今気付いたんですが画面の下に「たすけて」とかも

書いてありますね。ちょっとどういうことか分かりませんけれ

ども。こういった形で「たすけて」つていう普通の願いもあれ

ば、「俺の嫁」つていう願いもある神社です。

been  thinking  about  the  points  which  led  to  the  realization

of  this first event,  and  have  put  these  points  together.  I think

there  is absolutely  no  doubt  that one  reason  why  we  were  able

to  do  it was  the  understanding  and  cooperation  of  Kadokawa

Shoten  Publishing  and  Mr.  Kagami  Yoshimizu,  the  original

creator. Another  fact was  the cooperation  and  advice  on  holding

animation  events  (something  we  knew  nothing  about)  which  the

fan  volunteers  have  given  us. I think  many  of them  have  actually

come  here  today  as  a supporters'  group.  Even  now,  whenever

we  hold  an  event, we  have  all these  fan  volunteers  working  with

us  whenever  we  have  questions  about  anything,  from  how  to

handle  the  staff, to  the  production  of  merchandise,  or  whether

a  certain thing  will sell or  not, and  so on.  After  that, we  took  a

bit  of a risky gamble  and  went  on  the  Japanese  Internet  forum,

"2channel,"  and  revealed  our  identity  as people  connected  to

Otori  Chaya.  I heard  a variety  of opinions  and  from  among  these

was  able to meet  with  a whole  range  of  supporters.  One  of them

was  a  so-called  "planner."  He/she  does  not  want  his/her  name

to be  given  out; this mystery  of  anonymity  caused  even  more

excitement  among  the fans.

Another  thing  that  I think  has  been  crucial  has  been  the

cooperative  framework  of  the  association  board  members  and

the  office. Usually,  when  someone  decides  to make  this kind  of

animation,  I do  not  think that it is a case of  the top  management
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先ほ どあり ました 「聖地 巡礼」とい うの はアニメ に登 場する

場 所を 特定 し て訪 れ るこ と。 や はり 鷲宮 も、 先は ど のお 話で

あっ たと思う んです が、 ロ ケハ ンが きたこ とは まっ たく知り ま

せ んで した｡ いつ の間 にかアニメ に登場し てい たとい うこ とで、

アニ メに登場 してい たこ とも知らず、Yahoo ！のトピ ッ クス に

載って 知っ たという ような、そ んな状況 でし た。

<  P.132-8  >

こ れがで すね、一 番有 名なカ ット の ところ だ と思い ます。お

か げさ まで アニ メの オ ープ ニ ング に毎 回登 場す る とい うこ と

で、こ こ の場 所は非 常に、 見てい る方、フ ァンの方 に、 強烈 に

アピ ー ルで きたの かと。 ちなみ に、 鳥居 の前の右 側にお店があ

る と思う んですけ れど、 たまた ま3 年前か ら商工 会の方で「 大

酉 茶屋」 という 茶屋 を直営 してお り まし た。 そう いった 偶然か

らいろ んな形で アニメの 町おこし とい うものに、 う まく のっ て

い くこ とがで きたのか なと思っ てお り ます。た だし当初 の、 先

ほ どあ り まし たYahoo ！ のト ピ ッ クス の内 容は、 最 初は 鷲宮

町に とっ て非常 にマ イナスの イメー ジがあ り まし た。 ただマス

コ ミと報道は、「関東 最古」 とい う伝統 の部分 と「萌 えアニメ」

という ものの組 み合 わせ が楽し くて、 いろん なところが 取材に

き まし た。新 聞、 テレビ の方 も きまし た。 どれもなか なか面白

おかし く、それか ら オタクという方 に対して の偏見的 な報道が、

saying  "Okay,  let's try this." In  the case  of  Washimiya,  the  head

of  the office  was  sufficiently  concerned  as to  be  present  here

today;  he  is sitting in the  very  front row.  With  his permission,  we

took  action  to carry  out  plans  that were  not  originally  included

in  the  business  plan  for  the  fiscal year,  just one  month  after

it all began.  Finally,  we  also  had  the  cooperative  framework

provided  by  the  governments  of  Saitama  Prefecture  and  our

town.  Following  this, with  the  cooperation  of  some  people  in

Washimiya-machi,  we  actually  gave  some  of  the  characters

special  certificates of  residence  status  in the  town.  I am  pretty

sure  that this must  be the first time  that a moe  character  has been

awarded  a special  certificate of  residence  status. Now,  we  are

holding  a  special  event  for  the  fans  to  show  our  appreciation

for  them,  and  an  event  which  will show  our  appreciation  for

everyone,  including  the  Chamber  of  Commerce  and  Industry's

feelings  of  gratitude  towards  Kadokawa  Shoten  Publishing.

Kadokawa  Shoten  Publishing  had  said to us, "Shall  we  do  this

in  December?"  and  so this time  we  were  repaying  them  for this

in  April. "How  about  if the Chamber  of  Commerce  and  Industry

does  this? We  have  the  budget  for that." So  we  are  going  to hold

this in  April. At  that time,  we  will have  the  distribution  of  the

certificates of  residence  for the characters,  followed  by  an  event

in  which  the voice  actors will take part, and  the start of  a "stamp

rally"  at the  restaurants  - a  "stamp  rally"  being  an  activity  in
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最 初は多かっ た と思い ます。 ただ、そ の報道 が過熱 するに従っ

て どういう現象 が起 きたか とい うと､さ らに「 らき☆す た」ファ

ンが鷲宮 を訪れる回 数が増 えて きまし た。そ れか ら、 そ れらの

絵 馬を一 度見てみ ようか とい う、一般 の方 も増えて きたん です

ね。 そして この頃か らやっ とつ いて きたのが 、地元 の住民 の方

で す。な んとな く地 元の方 も気が付い て きたという、 そ んな流

れでござい ました。

実際の 鷲宮町 にお いての 「ら き☆ すた」 ファ ンの方の評 価に

つ きまして は、「非 常 に礼儀正 しい 」で す。こ れは どの方 にお

話を 聞い ても分か り ます。 それか らマナ ーが良い。 地域 に迷惑

をかける ような 行為 という のは、 まった くしてお り ませ ん。 本

当に鷲宮 に全国 からフ ァンの方が きて くれる よう になり、 鷲宮

の 商工会 とし て はな んとか そう いう 方に ひ とつ で も、 お 土 産、

記念 になるもの を提 供し たいな とい うこ とか ら、 最初は ダメモ

トのつ もりで版 権元の角 川書店 さんに「こ ういう こ となんです

け ど、何 かで きない でし ょうか」 とお電 話させて いた だき まし

た。 そうし まし た ら、 角 川書店 さ んの方 も、「 じゃあ、 商工 会

さ ん企 画書 を出 して く ださ い よ」 とい う よう な形 で受 け 入 れ

をし て くれ まし た。 その 後、 私と松 本で 約20 ～30 の 企画 を、

本 当に 思い 付 くこ とを 全 部企 画書 にし て 全 部投げ つ けて やろ

う、 こち らの やる気 を見せ ようとい うことで1 週 間後にメ ール

which  visitors must  visit each  vendor  in order  to get  a special

sheet  stamped;  when  the  sheet  is full, the  sheet  is entered  for  a

prize  or an  entry  in a raffle. Because  at this point,  the  scale  of

visitors  is going  far beyond  that of  a mere  "Visit  Washimiya-

machi  Campaign,"  this will require  a  combination  of  various

kinds  of  administrative  functions,  and  mutual  organization,  so

from  April  a formal  royalty  contract  will be  concluded  between

Kadokawa  Shoten  Publishing  and  Washimiya-machi  Chamber

of  Commerce  and  Industry. Following  this, in September  we  are

going  to have  a portable  shrine  with  the  "Lucky  Star"  characters

riding  on  it, as a  "Lucky  Star"  portable  shrine.  One  extremely

important  point  in all this is that the  local community  and  the

"Lucky  Star"  fans  are  brought  together  as one,  and  I think  this

really  is quite a revolutionary  event  in the way  it has  boosted  the

event  of  a local community.  A  further  point  following  on  from

this is that the  Washimiya-machi  Chamber  of  Commerce  and

Industry  was  not just rushing  into profiteering  activities that were

only  about  selling things. Part of  the  reason  for  concluding  the

royalty  contract  was  because  through  doing  this, the  Chamber  of

Commerce  and  Industry  would  also be  in a position  to become

aware  of  the products  which  are being  sold in the  stores of  other

regions.  We  have  also returned  the profits to the local community,

by  installing  street lighting.  We  think  that  it has  been  really

important  to give something  back  not  only  to the people  running

を した んで すけ れど も、「一 度本社 に きませ んか」 とい うお 話

をいた だきまし た。 そこで 「声優 のイベ ント とか どうかな」 と

か、「グ ッ ズを出し たい んだっ た らこうい う のもい い んじ ゃな

い か」、 とい うアド バ イス をい ただ きまし た。 角 川書 店さ んが

こ ういっ た形で当 初協力し てい ただいた のは、冒 頭で出て き ま

し た､ アニ メの地元 の鷲宮 に騒ぎを起こ してし まっ たとい うか、

迷惑をかけ てし まった とい うこ とから「じ ゃあ何 かやってあ げ

よう か」 と、 ご協 力い た だい たん だと思 い ます。そ して12 月

に最初 のイベ ント が開 催され まし た。そ の時の イベント の模様

です。

<  P.132-9  >

神社 にこ れ だけ アニメ のファ ンが 集 まり まし た｡ そし て下が、

その 時 に出し たグ ッズでご ざい ます。 商工 会 として 考え ます、

第1 発 目 イベ ント まで の実 現 のポ イント を まとめて み まし た。

版元 ・角川書 店さん、 原作者 ・美水かが みさん の理解 と協 力が

あっ たからこそ で きたという のは、 間違 いない と思い ます。そ

れか ら、実 は今日 も応援 団 とし て きてい ただい ている んですけ

れ ども、 アニ メの イベ ント に 関して まっ たく 無知 な私 たち に、

フ ァン有志 のボラ ンティアの協力 、 アド バ イスという のがあ り

ます。 今で もイベ ント をやる 度に、 人員のさば き方か らグッ ズ

の出 来、売 れるか どうかのお 伺い まで協 力い ただいてい るフ ァ

the  stores, but  also to the  ordinary  residents.  What  is more,  the

response  from  the various  stores of  our shopping  district towards

the  fans  has  been  extremely  positive, and  this exchange  between

the  fans and  stores continues  to this day. I hope  that this will be  a

formula  which  succeeds  into the long  term.

<P.132-10>

Some  of  you  may  have  heard  the term  'itasha' recently.  You

might  think  it is a car decorated  with  pictures  from  animations,

but  this one  is the  car  of  a local  ramen  shop  used  to deliver

ramen.  Incidentally,  this person  you  can  see  here  is around  68

years  old. That  is the  age  of  the  person  driving  it. The  oldest

person  here  is a lady  of 89, and  even  she  has  been  heard  talking

about  "Lucky  Star."

<P.132-11  >

One  person  has  a  particularly  high  repeat  visit rate: this is

a  photograph  of  the  ema  at  the  shrine  taken  the  day  before

yesterday,  and  the  person  in question  was  visiting the shrine  for

their 50th  time,  and  had  drawn  a total of  50  ema.  This  person

has  decorated  the  ema  with  all kinds  of  wonderful  drawings,

spending  around  six hours  on  each  one,  so the  person  must  have

been  spending  at least six hours  at the  shrine  each  time. This  is

the  ema  which  this fan  drew  to commemorate  their 50th  visit.

Incidentally,  this person  actually  is not  a Saitama  resident, but

comes  from  Gunma  Prefecture.

Bunka-Cho Film Week 2008　1 2 1

一

『
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n

 
C
e
r
e

ヨ
o
n
y
y
C

〇

∃

∃

φ

∃
o

『
a
t
i
v
e

 
S
c
r
e
e
n
i
n
g
s

文

化

庁

映

画

賞

贈

呈

式

・

記

念

上

映

会

ロ
ー『
＠
○
″
o『
'
s 
A
n
g
l
e

映

画

人

の

視

点
D
i
r
e
c
t
o
r
'
s
 
A
n
g
l
e

B
u
n
k
a
-
C
h
o
F
i
l
m

 
F
e
s
t
i
v
a
l

 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n

 
2
0
0
8

文

化

庁

全

国

映

画

祭

コ

ン

ベ

ン

シ

ョ

ン



P
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
C
e
r
e
m
o
n
y
y
C
0

ヨ

ヨ
e

ヨ
O
r
a
t
i
v
e
 
S
c『
一

巾
I

コ

り
圃

文

化

庁

映

画

賞

贈

呈

式

・

記

念

上

映

会

D
i
r
e
c
t
o
r
'
s

 
A
n
g
l
e

映

画

人

の

視

点
D
i
r
e
c
t
o
r
'
s 
A
n
g
l
e

s
c
一
F

匐
‐
a
一

〇
F
i
l
ヨ
F
e
s
t
i
v
a
l
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
2
0
0
8

文

化

庁

全

国

映

画

祭

コ

ン

ベ

ン

シ

ョ

ン

ン有志 の皆 様がおり ます。そ れから、ここ は危 険な賭け だっ た

んで すけ れど も、2 ちゃ んねる などで、 私 は「大 酉茶屋」 の 関

係者で すと素性 をバ ラし まして 、いろいろ 意見 を聞いてい た ん

ですけ れど、 その中でい ろん な支援者 の方 と出 会うこ とがで き

まし た。 企 画屋 さん と呼ば れる方も実在 してお りまして、 こ の

方 は名 前 を出 さ ないで ほし い とい うこ とで、 そう い うミ ス テ

リ ーな部分 もある とまたフ ァン同士で 盛り上が るのか なと思い

ます。

そ れから、 商工会 の役員、 事務局 の協力 体制 も重要 だと思い

ます ね。通常、 こうい うアニ メをやろ うといっ た時に、 なか な

か上が 「よし､ やっ て みろ 」とい うこ と はないと思 うんです ね。

鷲宮 に関して は、今 日も事務 局長が ちょっ と心 配だ とい うこ と

で駆 けつ けて く れまし て、 一 番前 に座っ てお り ますけ れど も、

その 事務局長 が「やっ てみろ よ」とい うこ とで、 まっ たく事業

計画 にもない こと を、 その年 度、騒 ぎがあって 一か月 後くらい

に はアク ションを 起こ してい ます。そ れか ら埼 玉県、 町の行 政

の協力 体制 もいた だい てお りました。そ の後、 鷲宮町 の方 と協

力し まして、 キャ ラク ターを特 別住民 登録し ました。 萌え ギャ

ラで特 別住民 登録 とい うの は初めてじ ゃないで しょう か。 そし

て 今度はフ ァンヘ の感謝祭、 そして 商工 会か ら角川書 店への 感

謝 の気持ち を含めて、 感謝祭 という イベ ント を実施し ており ま

That  concludes my  broad overview  of Washimiya  as a site of

pilgrimage.

Nishizaki: Let us move  on to Mr. Matsumoto  now.

Matsumoto:  I would  like to explain to you  all in detail what

these  various  individual  plans  were.  The  matter  we  first

embarked  on was  the creation of merchandise. We  thought that

mobile  phone  straps decorated  with  "Lucky  Star" ema  made

of  paulownia  wood  would  express the particular characteristics

of  our local area. For  materials, we  used the paulownia  wood

which  is used  in the traditional craft of paulownia  cupboard-

manufacture  in Kasukabe,  another city in Saitama  Prefecture.

We  created a total of 10 types, costing 630  yen  each. However,

ashamed  as I am  to say this, at that time neither the two  of us

knew  anything about  "Lucky  Star," so we  wondered  what  kind

of  design we  should use. Once  again, thanks to the cooperation

of  the volunteers mentioned  previously, we  were  able to ask the

fans themselves  directly "What  kind of design would  be best?"

and  produce  merchandise  accordingly, on  the basis that the

fans  themselves  knew  best what  they wanted. In fact, it would

not  be exaggerating  to say  that the fans themselves  created

this merchandise.  We  also had  to think about  how  to sell the

merchandise.  If we  sold all 10 types in a single store, then the

1 22 Bunka-Cho Film Week 2008

す。 その 時、 最 初は 角川 書店 さ んの 方か ら「12 月はこ う いう

のを やり ませ んか」 とい うお 話をい た だい たんで すけ れど も、

4 月 はこ ち らか らの恩 返し とい う イメ ー ジもあ り まし て、「で

は商工 会の方 から どうでし ょう、予算 なんか も出し ます」とい

うこ とで4 月 に実施 するこ とが で きました。 その時が、 住民票

の頒 布、 そ れから声優 参加 による イベ ント、 それか ら飲 食店で

の スタンプ ラリ ー とい うのが始 まって い ます。 ち ょうどこの 頃

か ら、 町おこし といっ た規模で は ない 大 きさ になって きている

とい うこ とで、 いろ んな事務処 理上 の兼ね合い もあ り、 そして

お互い 組織 とい うこ ともあ ります ので 、正式 な版権 契約を4 月

か ら角川書店 さん と鷲宮町 商工 会で締 結して おり ます。 その後

9 月 に今 度 は「 らき☆ す た」神 輿 の実 施 とい うこ とで、「ら き

☆す た」の キャラ クターが入っ た神輿 が担が れてお ります。こ

こ は非常 に大 きなポ イントであ り まして､ 地域 と「ら き☆す た」

フ ァンが 一体 になっ て、 地域 の イベ ント を 盛り上げ る とい う、

か なり革新的 なイベ ントで はなかっ たかと思 い ます。こ こで継

続し たポ イント とし まして、 やは り鷲宮町 の商工会 が販売する

だけ の儲け主 義に走 らなかっ た とい うこ とで すね。 商工 会が 版

権契 約をする こ とで、 その ほかの地域 の商店 という ものを、こ

ち らで目 を光 らすこ とがで きた という 部分 があ ると思 い ます。

そ れか ら街路 灯の 整備 とい うこ とで、利 益 を地域 に還 元し た。

fans  would  go  no  further  than  the  one  well-positioned  store

(for  example,  a  store which  was  located  near  the  station). This

would  not  lead  to the  invigoration  of  the town  as  a whole.  To

make  sure  that the  fans  would  end  up  strolling around  a range

of  stores, we  had  the  idea  of  creating  a set-up  where  each  store

would  be  limited to selling no  more  than two  types, so that to see

all 10  types,  people  would  have  to go  to at least five stores. As

you  can  see  here, we  had  three  phases  for the sales: people  were

making  a quick  purchase  during  the  first phase,  another  quick

purchase  during  the  second  phase,  and  then  during  the  third

phase,  the  merchandise  was  being  handled  at the  store  selling

Japanese  sweets,  the  soba  shop,  the  ramen  shop,  the  drugstore,

the  greengrocer's  store,  the  barbershop;  this is no  more  than

would  be  expected.  But  fans have  been  witnessed  going  as far

as  the  electric products  store, the  builder's  office  and  the  car

sheet  metal  workshops  to make  purchases.  The  interesting thing

is  that even  the  gas  station  was  selling  the  merchandise,  and

that  people  without  cars were  seen  going  there on  foot  to make

their purchases.  We  had  sold  a total of  15,000  items  by  the end

of  the  third  phase.  In  monetary  terms,  this represented  9.45

million  yen, generating  a direct economic  effect on  the town  of

Washimiya-machi.  Following  on  from  this, we  also sold  original

"Lucky  Star"  postcards.  This  product  was  specially  drawn  for

Washimiya  by  the  original  author  and  the  animator,  based  on



商業をす る人間 だけ でな く、 一般住民 の方へ も還元 で きたこ と

は非常に 大きかった と思い ます。 また､ 商店街 の各商 店の､フ ァ

ンに対す る対 応が非常 に良 かった と、 未だ にフ ァンと商店 の交

流は続い てお り ます。 こ れは長続 きし てい る秘訣で はない かと

思い ます。

<  P.132-10  >

最近 「痛 車」 という 言葉 を聞 かれ るか と思い ます。 痛い 車、

アニメ の絵が描い てある痛 い車 と思い きや、 こ れは地元 のラー

メ ン屋 さ んの出前 す る車で す。 ちな みにこ の方 は68 歳く らい

の方でし ょうか ね、 運転し ている のはそ れく らい の方で す。 こ

この一 番お ばあ ちゃ んが89 歳 くらい で すか ね。 そ の方 も「ら

き☆す た」という 言葉は なんとか発 言してい ました。

＜P｡132-11  >

そ れからリピ ート率が 高い とい うこ とで 、一昨 日撮っ た神社

の絵 馬 なんで すが、50 拝目 とい うこ と で、絵 馬 をお ひ とりで

50 枚 描いて お り ます。 い ろ んな う まい 絵 があ っ た と思う んで

すが､ あ の絵が だい たい1 枚あたり6 時間か かるとい うこ とで、

神 社で必 ず6 時 間か けて 描いて い く。 そ の方 の50 枚目 の記 念

の絵馬 です。 ちなみ に群馬県 の方で、埼 玉県 の方ではあ り ませ

ん。

大きな概要 につ いて は以 上でご ざい ます。

the  cooperation  with  Kadokawa  Shoten  Publishing.  We  put  the

postcards  on  sale in  the  New  Year,  and  sold  5,000.  This  may

have  been  an  influencing  factor in the fact that although  the news

reports  cited 140,000  people  as we  heard  just now,  during  this

New  Year  at Washinomiya  Jinja the number  of people  taking  part

in  the  New  Year  ceremonies  rose  to 300,000-  more  than  three

times  the 90,000  seen  last year. The  town's  local government  has

also  swung  into action  as a result of this. When  the six members

of  the Hiiragi  family  listed here  who  were  supposed  to live in

Washimiya  got  their certificates of  residence  status on  April  1,

we  put  copies  of  the special  certificates of  residence  on  sale at

the  same  time  for 300  yen  each, selling  them  as a special  edition

merchandise  limited  to 10,000  copies  from  April;  they  were

sold  out  by  early  August.  When  people  purchased  the  copies

of  the certificate,  we  had  them  write  down  their  names  and

municipality/prefecture  on  an  application  form;  the  data we  thus

gathered  showed  a nationwide  movement,  with  people  coming

from  47  municipalities/prefectures  to purchase  the certificates.

Around  4,000  fans  came  to  the  various  events:  the  formal

event  for  issuing the  certificates of  residence,  the  event  to show

appreciation  for  the  fans, and  to the  event  to which  the  voice

actors  were  invited.  The  sale  of  copies  of  the  certificates  of

residence  brought  in income  of  3 million  yen  for  Washimiya-

machi.  We  used  some  of this income  to install new  street lighting

西崎：じ ゃあ 、続い て松本さ んの方 に。

松 本：坂田 の方 の説明で ほぽ皆さ んご理解い ただい かな と思い

ますので、 スピ ーデ ィに、 かいつ まんでご 説明させ ていた だけ

ればと思い ます。

それで はそれぞ れの 企画につい て、詳し くご説明 したい と思

い ます。 まず私共 が取 りかかっ たのは グッズの 製作 でござい ま

す。「 らき☆ すた」 桐絵 馬型 スト ラ ップ 、こ ち らは地域 の特 性

を活 かそ う と思 い まし て、 春 日部 の伝統 工 芸で もあ りま す桐

ダ ンスの桐 を素材 とし て使 用してお り ます。1 個630 円、 全10

種類でご ざい ます。 た だ､お恥 ずかしい 話､私 たちが取 りかかっ

た時、「 ら き☆す た」 とい うも のを まった くふ たり とも分 かり

ませ んで、「 デ ザイ ンどう すれ ばい い んだろ う」 と思 ってお り

まし た。 そこで、 やは り先は どのボ ランティア のご 協力 という

のもあ り まし たけ れども、フ ァンが 欲し いもの はフ ァンが分か

る とい うこ とで 、率直 にフ ァンの人 に「どうい うものがい いん

でし ょうか」と聞い て製作 した ものがこの グッズでご ざい ます。

です ので、こ のグ ッズはフ ァンが作っ たといっ ても過 言ではな

い と思 い ます。 販売 方 法 も考え まし た。1 店舗 で10 種類 売っ

てし まった ら立地 の良い店舗、 例え ば駅から 近いところ で完結

して し まう。 そうし たら町 の活性化 にもつなが らない というこ

facilities in the  shopping  district to replace  the  old  ones,  which

were  falling into disrepair. It would  not  be  an exaggeration  to say

that  the  fans  had  brightened  up  our  shopping  district. Next,  we

had  the "Lucky  Star"  stamp  rally for restaurants. As  we  just saw,

we  were  selling our  highly  popular  merchandise  in Washimiya,

including  the  mobile  phone  straps. It was  not  only  fans but  also

salespeople  at stores  who  were  keen  to buy  the  merchandise.

They  wanted  to sell it, and  at the same  time,  they  wanted  to buy

it. Here,  we  were  concerned  that should  the  merchandise  run

out  because  the salespeople  had  bought  them  all, the fans  would

have  no  reason  to go  to the stores. So,  at this point  what  we  were

hoping  was  for the  fans  of  "Lucky  Star"  to become  the fans  of

Washimiya-machi.  Rather  than  having  the  gas  station  and  so

on  selling mobile  phone  straps, what  we  planned  was  a  set-up

whereby  each  business  would  compete  on  the  basis  of  its own

business  type; so, for example,  a restaurant  would  come  up  with

a  menu  featuring  the  animation  characters.  In this manner,  we

would  get the fans to go  around  all 12  stores.

<P.132-12>

Menus  appear  to be  normal:  the  ramen  shop  sells ramen,  the

sushi  shop  sells sushi,  the  soba  shop  sells soba.  Some  of  them

use  the  "Lucky  Star"  star images  for  their products,  but  that

alone  would  not  draw  people  to all these  different  places.  So

to add  value,  a  unique  chopstick  bag  was  given  to all asking
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とで、い ろん なお 店に まわって もらおう というこ とで1 店 舗に

つ き2 種類 と 限定 させ てい た だ きまし て、10 種 類 です ので 最

低で も5 店舗 まわって もらおう とい う仕掛 けをこ ちらの方 で考

え まし た。 ご 覧い ただ きまし たよ うに、 一次、 二次、 三 次と、

一次 の 時は即 日 完売 で 二次 の時 も即 日 で完 売い た し まし たの

で､ 三 次にな りました ら､ 取り扱い の店舗 も､ 和菓 子屋､ 蕎麦屋、

ラーメ ン屋、薬局、八百屋 、床屋 、ここ まで は分かる んで すが、

電気工 事店、工 務店、 自動車板 金。 こ んなところ にも スト ラッ

プ を買 い にて くて く歩 い てい くフ ァンの 方の 姿も 見え まし た。

ここで面 白かっ たのが、 ガソリ ンス タンド でも取 り扱っ ていた

んです が、ガ ソリ ンスタンド に車でい かないで歩 いてい くとい

う姿 も見え まし た。そ うした とこ ろ、 三次販売 までで総 数1 万

5,000 個が完 売し まし た。 額にし ます と945 万 円分 の、鷲宮 町

に対す る直接的 な経 済効果が生 まれ まし た。続い て取 りかかっ

たのが 「ら き☆すた」 オリジ ナル・ポ ストカ ード の販売 でござ

い ます。 こち らは角 川書店さ んご協力 のもと、 原作者 の方、 ア

ニメ ーショ ンの方がそ れぞ れ1 枚ずつこ の グッ ズのた めに、鷲

宮 のために書 き下ろし をして もらっ たグッ ズでご ざい ます。こ

れ は正月 に販 売し まし て、5,000 部完 売し てお り ます。そ の 影

響か らでし ょうか、 今年のお正 月の鷲宮 神社で すが、先 ほど報

道で は14 万人 とあり まし たが、 実は昨年9 万 人、 今年30 万 人

for  a menu.  In  the set-up,  those  who  went  around  all the stores,

collecting  a stamp  from  each  one,  would  get  a free  gift at the

end.  We  started this in April, and  since then  a total of  642  people

have  managed  to get  their full quota  of stamps.  Going  around  all

the  sites once  involves  spending  8,000  yen,  so  this has  a major

economic  impact  on  the  town.  I would  like to  give  you  one

specific  example  of  such  a store, and  the most  popular  one  of  all.

A  store  selling  'bento'  (Japanese  packed  lunches)  has  worked

steadily  to create  bento  themed  on  the  characters  which  appear

in  "Lucky  Star." Apparently,  not  only  fans but  the  nearby  senior

citizen's association  has  also  been  ordering  this bento  recently.

Elderly  ladies  have  been  coming  in to buy  them  too. Plenty  of

stories  have  emerged  from  the stamp  rally set-up, including  cases

of  people  who  have  managed  to eat  their way  through  the  food

offered  at each  restaurant  in a single  day, even  through  there are

12  such  restaurants  to go  around;  this has  come  to be  known  as

the  "metabo-rally"  recently.  There  were  also  some  customers

who  stayed  so  late they  were  unable  to go  home  the  same  day,

and  ended  up  staying  overnight  at a ramen  shop  or a sushi  shop,

and  helped  the  owners  out  the  next  day  as  a  "thank  you"  for

being  allowed  to stay - a bit like that television  show,  "Let's  stay

overnight  in the country"  which  I have  seen.  This  was  a kind  of

real-life version  of  the show,  in which  the fans were  repaying  the

owner  for the  meal  and  the  overnight  stay. Finally, regarding  the
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ということで3 倍近くの参拝者であふれました。そういった影

響から町行政も動き始めました。鷲宮に住むという設定の柊一

家、ここに載っている6 名が今年の4 月1 日に住民登録という

ことになりまして、あわせまして特別住民票1 部300 円、1万

部限定発行ということで4 月から販売したところ、8 月上旬に

は完売いたしました。住民票を購入する際には申請用紙に都道

府県とお名前を書いていただくんですが、統計を取りましたら

47都道府県からこれを購入しにきたという形になって、全国

制覇と。

住民票交付にあわせまして交付式、感謝祭など、声優さんを

呼んでのイベントを開催して4,000 人のファンを集めました。

住民票完売で300 万円の収入が鷲宮町に入りました。その収入

の一部を使いまして、老朽化していた商店街の街路灯新設の一

部にその収入が充てられました。ファンが商店街を明るくした

といっても過言ではないと思います。続いて行ったのが「らき

☆すた」飲食スタンプラリーです。やはりストラップなど、大

変人気のあるグッズがあります。どうしても商店もファンの大

もグッズを求めてしまいます。グッズを売りたい、グッズを買

いたい。ただグッズがなくなってしまったら、ファンが引いて

しまうのではないかと懸念しておりました。ですので、ここか

ら考えたのは「らき☆すた」ファンから鷲宮のファンになって

"Lucky  Star"  portable  shrine  which  was  mentioned  a while  back,

the  point  to pay  attention  to  here  is the  fact that this was  not

contrived  by  our  office, but  came  into being  because  the owners

of  the stores wanted  to do  it. We  sought  applications  to take part

over  the internet, but  the numbers  of  replies exceeded  the limit in

three  days.  It is not  that we  started off by  thinking  about  how  to

get  people  visiting the town.  Rather,  we  thought  in terms  of how

we  could  make  the fans happy,  how  we  could  make  things  easier

for  the stores, and  how  we  could  link this to boosting  the  image

of  Kadokawa  Shoten  Publishing.  I believe  that by  thinking  in

this kind  of  way,  we  have  created  a continuous  stream  of  people

visiting the town  as a result. Going  forward,  we  hope  to maintain

this stance  unchanged  as we  continue  to bring  out  exciting  plans

for  the town.

Nishizaki:  Thank  you  very  much.  Now,  we  would  like to hear

about  a further  example  from  Mr.  Shichijo,  who  has  also  held

a  symposium  under  the  theme  of  "Animation  and  the  issue  of

regional  regeneration."

Shichijo:  Last  week,  we  had  an  event  called  the  Japan  Anime

Collaboration  Market  JAM2008,  which  might  be  described

as  the  prelude  to this symposium.  Those  of  us  here  today  held

a  pre-event  as  part  of  this event.  The  themes  of  the  events



もらおう と。ガソリ ンスタンドが ストラ ップを売 るのでは なく、

本業で 勝負してほし いとい うこ とで、 飲食 店にアニ メに出て く

るメ ニュ ーを実際 に再 現し ても らっ てこ の12 店 舗を ま わっ て

もらお うとい う企 画で す。

<  P.132-12  >

その メニューは、 普通で す。 ラ ーメ ン屋 はラーメ ンで、寿司

屋 は寿司、 蕎麦屋 は蕎麦。 ただ「ら き☆す た」の イメー ジの星

型 の具材 を使ってい るところ はあり ますけ れども、こ れ だけ で

は皆 さ ん まわら ない ので、 付 加価 値 をつ け るた め に、こ の メ

ニュー を頼むと特 製の箸袋 がっ く。そ れか らス タンプ ラリ ーを

ま わる とグッ ズが もらえる というこ とで、こ れを4 月か ら行い

まして､642 名 が まわっ ており ます。 こ れを1 周す るのに8,000

円かかっ てますので、 大変 な経済効果 です。 ひとつ 具体 例を出

し ます と、こ れが一 番人気 なんです が、スト ーリ ーで 出て くる

キャラ クターが作っ た弁当 をお弁当屋 さんが 忠実 に再現して お

り ます。 最近はフ ァンだけで はな く、 近所 の老人会で も注文 を

受 けるそ うです。お ばあ ちゃんも買い にく るそうで す。 ス タン

プ ラリ ーはい くつ かエ ピ ソ ードが あ り まし て、1 周で12 食 な

んです が、1 日で完 食し た 人もい るそうで 、 最近は「 メ タボラ

リ ー」とい われてい ます。夜遅 くなって 帰れな くなっ たお 客様、

そ ういう 方をラ ーメ ン屋 さんが泊 めたり、寿 司屋 さんが泊 めた

included,  for example,  what  has  come  to be  known  as 'yurukyara'

(meaning  characters  which  are  used  in  advertisements  for

organizations),  locally produced  merchandise,  and  today's  topic,

"sites of  pilgrimage."  These  phrases  do  not  really have  a settled

definition  - for example,  the phrase  "sites of  pilgrimage"  is used

to  express  many  ideas  including  the  notion  of otaku  tourism  - but

together,  they  constitute  what  might  be  called  the three treasures

of  regional  regeneration,  and  as such  are  currently  drawing  a

great  deal  of  attention.  I think  it would  be  no  exaggeration  to

say  that the  case  of  Washimiya  was  the  trigger  which  led  to all

this  attention.  If we  systematically  take  up  animation-related

activities as a  means  to  rediscovering  the  attractions possessed

by  the  regions,  what  you  have  is not  just simple  tourism;  we

were  thinking  that  cultural  aspects  are  also  important,  and

that  there  is a growing  need  to take  up  the  phenomenon  from

a  comprehensive  range  of  standpoints,  and  to take  the  matter

comprehensively.

At  this symposium,  the  case  of  Toyama  was  presented  as a

specific example,  and  I thought  that the  basis of  the symposium

would  allow  animation  to  be  created  and  local  communities

to exchange  viewpoints,  and  enable  debate  on  how  to  achieve

better  regional  regeneration  through  animation  in the future. Mr.

Kikuchi  of  P.A. Works,  a company  creating  animation,  actually

took  the  stage  at the  symposium.  This  company,  P.A.  Works,

りし て、そ のお礼 として 次の日フ ァンの 人が お手伝い をし てい

る、 どこ かで見 たこ とのあ るテレビ の「田舎 へ泊ろ う」で すか

ね。 そ れのリア ル版というこ とで、 一宿一 飯の恩義 という のが

あ り まし た。 最後 に、先ほ どもあ りまし た「ら き☆ すた」神 輿

で すが、注 目すべ き点は、 私たち 事務 局が 考案する のでは なく

商店主がや りたい というこ とで盛 り上がっ たこ とで す。こ れは

ネットで 募集し た んですが、3 日で 定員 オーバ ーとい うこ とで

す。 私た ちは最 初から町おこ しをし よう と考えてい たわけ では

あ り ませ ん。 どう すればフ ァ ンが 喜ぶのか、 どうす れば商 店が

潤 うのか、 どうす れば角川 書店が イメー ジアップ につ なが るの

か、 そうい う風 に考え た結 果がこ の町おこし の一連 のこ とだと

思い ます。 今後 もこ の スタンスを変 えず に、 どん どん面白い 企

画を考えて いきたい と思い ます。

西崎：あ りがとうご ざい ます。そ れでは先 週「アニ メと地域振

興 の課題」 と題し てシ ンポジウ ムもなさっ た、七丈 さんに さら

なる事例 をご 紹介い ただ きたいと思い ます。

七丈 ：分 かり まし た。 今回 の シンポジウ ムの前哨戦 といい ます

か､先週「 ジャパ ン･アニメ コラボ･マ ーケット2008  (JAM2008) 」

とい う イベ ントがご ざい まし て､こ の中で 今回の､ 今我 々が 行っ

created  an  animation  called  "true tears"; in this work,  Toyama,

in  which  the  story  is located,  gives  off  an  extremely  local

atmosphere  throughout.  As  the  animation  began  to be  talked

about  more  and  more,  Toyama  became  another  example  of  a

place  in which  a kind  of  otaku  tourism  phenomenon  occurred,

as  seen  in Washimiya.  In the  case  of  P.A. Works,  the  case  has  a

slightly  different  aspect  since  the  production  company  itself is

located  in the region. So,  that was  another  story we  heard  about.

We  then  had  a talk from  Mr.  Masada  who  I believe  is sitting at

the  back  here  today.  He  is actually  involved  in the  day-to-day

work  of  the Fukuoka  Film  Commission,  and  he  spoke  about  his

experience  in his involvement  in animation  locations.  Then,  my

colleague  Masataka  Yoshida,  a teacher,  gave  us  a  presentation

which  took  a panoramic  perspective  on  animation  as a  whole,

and  the  relationships  with  locations.  To  sum  up  the discussions

we  had  at this  seminar,  the  specific  examples  which  were

presented  were  extremely  interesting  cases,  and  I would  like to

hold  deeper  discussions  on  them  afterwards,  and  ultimately  to

work  out what  is the meaning  of location for animation.

The  director  Mr.  Hara  shed  some  light  on  "Why  look  for

locations?"  as  part of  his talk a little while  back.  Just  to bring

this topic  up  again  - and  this is overlapping  a little, but  I would

like  to bring  the  various  aspects  together  - there  have  been  many

technological  changes  in television  animation  recently,  such
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ている イベ ント のプレ イベント を開催い たし まし た。 そ のテ ー

マとい うこ と なんですが、 い わゆる「ゆ るギャ ラ」とか「ご 当

地グ ッ ズ」 ある い は今 日出て き まし た「 聖地」。 まあ、 言 葉 と

し ての定 義があ まり定 まって ない 形があ り まして、 聖地 だとか

オタクツーリ ズムだ とかいろ んないい方 で表現 される場合 があ

り ます が、 こ うい った ものが地 域振興のい わば 三種の神 器み た

いな もので､今非常 に注目 を集めてい る。その注 目を集 める きっ

かけ と なっ た のが、 鷲宮 といっ て も過言 では ない と思い ます。

こうい った地域 が持つ 魅力 を 再発見する 手段 とし てア ニメの活

用を体系 的 にとらえる と、単 なる観光で もな く、 あるい は文化

的な側 面も重 要でし ょうし、そ ういっ た、 より包括的 な立場で

とら えるこ とが必要 だろ うな と、総合的 な取 り組みを 行う必 要

性が増 して きているんじ ゃない かなとい う風に考 えました。

こ の シンポジウ ムにお きまし ては、 具体的 な、富 山の事例 が

紹介 された んですが、 そういっ たも のをも とにして、 アニメ 製

作者 側、そし て地域側 の視点 を交換し て、将来 のよ り良いア ニ

メ に よる 地域振 興 に 向け た議 論が で きな い かとい う こ とを 考

えて おり まし た。実際 に登壇 され たのはアニ メの製作 を行っ て

いる 株式会 社ビ ーエ ーワ ークスの菊池 さん とい う方。 こち らの

ビ ーエ ー ワー クス さん では 「true tears」 という 作品 を 製作 さ

れて い まし て、そ の作品 の中 でも製 作会社 が位置す る富山 の非

as the  introduction  of  digital technology  and  HD  format,  while

at the  same  time,  CG  expressive  techniques  have  developed  to

an  extremely  high  level. For  example  - and  this is going  back

a  long  way  - works  such  as  "The  Yearling"  and  Lensman  have

seen  a  long  period  of  using  CG  in an  extremely  new  manner

of  expression,  in  direct  antithesis  of  natural  expression.  By

contrast, with  the  advance  of  digital technology  in recent  years

- let us  say, since  the  1990s  - CG  has  come  to be  used  as the

center  of  films with  extremely  big  budgets,  a trend  which  is not

confined  to animation.  Following  this, in just the  last few  years,

an  enormous  variety  of  CG  has  come  to be  used  not  just in the

big  animation  films,  but  even  in television  animation.  As  this

has  happened,  the  scope  of  expression  with  which  CG  is being

used  has  grown,  compared  to how  it was  used  previously.  I think

what  has  happened  is that the techniques  which  had  previously

been  limited  to  producing  science  fiction-like  things  which

were  supposed  to  be  "unnatural"  looking,  and  to portraying

landscapes,  can  now  be  used  to create  a world  similar  to the  real

world  through  CG  in animation.

Another  change  in recent  years  is that the levels of  accuracy

and  elaboration  in artistic expression  have  grown  far higher. For

example,  animations  such  as  in Ponyo  on  the  Cliff  by the  Sea,

and  to give a contrasting  example  "Someday's  Dreamers,"  filmed

images  are  used  in  their original  state  as  the  background.  In
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常にローカルな風景が作品中に随所に出てきまして、それが話

題となり、今回鷲宮で行われているような一種のオタクツーリ

ズム的な現象が起きているという事例があります。ビーエー

ワークスさんの場合には製作会社がその地域に立地していると

いうことで、若干違った側面もありますが、そういう話もあり

ました。そして本日も後ろの方に座っていらっしゃると思いま

すが、福岡フイルムコミッションで実際に実務に携わっている

正田さんに、フイルムコミッションとしての事例の紹介、そし

てアニメのロケーションにも関与されたということで、ご経験

をお話しいただきました。そして私の同僚である吉田正高講師

の方から全体を俯瞰的に見たアニメとロケーションの関係につ

いて、紹介をしてもらったという形になっております。その場

での議論をまとめて、今回具体的な事例が非常に面白い事例な

ものですから、それについてもより深く後ほど議論していきた

いところですが、そもそもアニメにとってロケーションという

のはどのような意味があるのかということを整理してみたいな

と思います。

先はどの原監督のご説明の中で｢なぜロケーションするのか｣

というのが明確な形であったものですから、これを再び議論す

ることになってしまい、若干オーバーラップがありますがまと

めてみますと、近年テレビアニメの製作においてデジタル技術

other  words,  there  is a general  trend  towards  a need  for elaborate

artistic techniques.  Of  course,  animations  often  express  the

imaginary  world,  but  when  actual regions'  names  and  landscapes

are  used  to grant  a certain  real-life  characteristic,  it explains

pretty  much  everything.  I think  real examples  of  this kind  of

phenomenon  can  be  seen  in animations  such  as  Patlabor:  The

Movie,  Crayon  Shin-chan:  The  Storm  Called-  The  Kasukabe

Boys  of  the Evening  Sun  and  "Genshiken."  As  these  trends  have

developed,  I believe that the biggest  example  of  success  in recent

years  is probably  "Lucky  Star." In the  case  of  "Lucky  Star," the

phenomenon  initially had  its big  impact  on  the  core  sector  (the

so-called  otaku),  which  led  to the  numbers  of  people  visiting

the  shrine  at New  Year  increasing  from  90,000  to 300,000  as

mentioned  just now.  It would  be  pretty amazing  if these people

were  all otaku,  but  I think  what  happened  was  that the  impact

spread  in a ripple effect, starting with  the otaku,  moving  out  into

the  "sub-core,"  and  then finally to the people  around  them.  Otaku

have  very  high...  how  shall  I put  it?... powers  of  information

communication.  Another  aspect  is that they tend  to draw  a very

high  degree  of  attention.  I think  it is beyond  doubt  that this

aspect  made  a contribution  to the regional  regeneration.

Regarding  the  question  of what  location  means  for animation,

our  symposium  last week  was  attended  by  P.A.  Works  which

is  an  animation  company  actually  located  in Toyama.  Most



が導入されたりとか、あるいはHD 納品でありますとか、そう

いった技術的な変化があって、それと同時発生的にCG の表現

技術というのが非常に高まってきた。例えば、だいぶ前になり

ますが「小鹿物語THE YEARLING 」でありますとか『レンズ

マン』だとか、そういったような作品においてはCG が作品の

中で自然的な表現とは正反対の、非常に目新しい表現として用

いられていた時代が長くありました。それに対して近年のデジ

タル技術の進化、90 年代以降でありましょうか、アニメでは

なく実写の映画を、非常にビッグ・バジェットの映画を中心に

してCG が使われるようになってきた。その後、ごく近年です

が､アニメーション､それも大作ではなくてテレビアニメーショ

ンにおいてもCG が多用されるようになってきた。そうすると

CG が従来とは違って、表現する適用範囲が拡大する。それに

よって非現実的な、SF 的な物質、情景の描写に限られていた

ものが、日常に近い世界を舞台にした作品の中までCG によっ

て表現することが可能になったという状況なのかと思います。

あるいは近年のアニメーションにおきましては、美術表現の

正確性や緻密性が非常に高まってきたと。例えば『崖の上のポ

ニョ』とか、正反対の事例ですが「魔法遣いに大切なこと～夏

のソラ～」という作品は、実写の写真がそのまま背景に用いら

れているというような状況もあります。ということで、全体的

animation  production  companies  are concentrated  around  Tokyo

as  their main  center, but  there  are  also  a  number  of  animation

production  companies  in the  provinces.  As  it happens,  "Lucky

Star"  is a  Kyoto  animation  and  I believe  that  it used  many

regional  expressions  in its language  rather  than  those  of  Tokyo,

as  it was  created  by  a production  company  located  in Kyoto.

It is my  personal  belief  that in the  future,  there  will probably

be  an  increasing  number  of  regional  production  companies

like  this one  in the  animation  industry.  This  was  the  case  in

"true  tears." At  that time, the  public  at large was  not  aware  that

the  production  company  which  produced  this animation  is in

Toyama.  This  fact became  public  knowledge  all at once  when  the

news  happened  to report  that there was  an  animation  production

company  in Toyama,  and  that it was  creating  works  using  the

provinces  as  their theme.  When  the  regional  regeneration  came

about  as a result of  this, the  evaluation  of  what  might  be  called

the  reputation  of  this type  of  animation  production  company

suddenly  shot  up.  Support  in  a number  of  different  forms  is

surely  essential for  a relatively small-scale  company  to survive

in  the harsh  world  of  the animation  industry, and  one  example  of

this  is the  contribution  which  locations  can  make  to the creator.

For  the provinces  themselves,  there  is value  in attracting  those

looking  for animation  locations, but  I think there is one  thing  we

need  to be  aware  of. Unlike  a live-action  film, animation  does

な傾向 とし て より緻密 な美 術が 必要になっ て きたというこ とが

あ ろうか と思い ます。さ らには アニメ ーショ ンの中で架空 の世

界をも ちろ ん表現 する わけです が、 そ れに一定 の現実性 を付与

する ために実際 の地名や 景観を 使用する と、そ れですべて ある

程度説 明がつい てし まうという 側面 もあろ うか と思い ます。実

際その ような形 では 『パトレ イバー』 とか 『クレヨ ンし んち ゃ

ん　嵐 を呼ぶ ！夕 陽の カスカベ ボーイ ズ』ですね､［げ んしけ ん］

でもそ ういう 状況があっ たか と思い ます。 その ようなこ れ まで

の経緯 があっ た中、近 年におい て最 大の成功事 例が 「らき☆ す

た」 であろ う と思い ます。「ら き☆ すた」 の場 合 には当 初は コ

ア層、 い わゆる オタク層に対し て大 きな影響 を与え、 さらに は

先 は どの初 詣の 人 数な んか もあ り ますが、9 万 人が30 万 人 に

なっ た。こ れは全員が オタクだっ たら大変 なこ とに なってい る

んで すが、つ まり オタク層か らサブ コア層、あ るい はその周辺

に対し て影響 が波 及し て きたというこ とがあ ると思い ます。 オ

タク層 とい うのは非常 に 高い 、いい 方もち ょっ と難し いか もし

れませんが、 情報発 信力があ る。そ れが非常 に注目 を受 けて い

る 側面 もあ ると。そ れが 地域 振興 に寄与し たという ような 側面

を否定するこ とはで きない だろ う と思い ます。

アニ メにとって のロ ケーショ ンの意義 というこ とですが、 先

週の シンポジウ ムにお きまして は、 ビ ーエ ーワ ークスさ んとい

not  use  the  filmed  images  of  the screen  in their original  form;

rather, in most  cases  the  artists look  at it as they  are  drawing  the

pictures.  As  the  artists are  pursuing  creativity, they  transform

the  scenes  into a version  that is one  step removed  from  the  real

thing. One  aspect  of  this, perhaps,  is that this allows  the  appeal

of  the region  to be  brought  across  even  more.  If you  take  a look

at the location  used  by  Mr.  Hara,  the  director, and  the  image  on

the  art board  and  compare  the two,  I am  sure  it was  apparent  to

everyone  that the artistic version  differs from  the  photograph  by

enriching  it with  a  great  deal  of  extra charm.  There  was  also a

mentality  among  the  fans of  wanting  to go  to the location  to see

for  themselves  "how  it differs from  the  landscape  portrayed  in

the  animation."  I think  that this is a  fundamental  basic  of  otaku

tourism.  Given  that fans will want  to check  out  these  differences

between  the  animation  and  the  real location,  one  aspect  of  our

task  is to fulfill the  mentality  and  desires  of  the fans  through  a

string of  activities adapted  for this purpose.  Locations  are  used

for  a great  many  live-action  films  and  movies;  but  because  the

locations  of  many  of  the very  well-known  live-action  films  -

there  are all kinds  of  examples  here, but  Tora-san  Our  Lovable

Tramp  is one  - keep  changing  each  time,  and  other  reasons,

unless  we  are  talking  about  an  extremely  famous  work  such  as

a  hit series like Tora-san  Our  Lovable  Tramp  in the  top  league,

I  do  not  think  you  find this movement  of  people  coming  to the
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う 実際 に富 山に所 在する アニ メ ーション 製作会社 の方に きて い

ただい たとい うこ とな んて すが、 ア ニ メの 製作 会社は 人体 中

火といい ますか 束京に集中し てい ますが、 地方に もアニ メ製作

会社 がい くっ もあ り ます。 で、 た また まで すけ ど「 ら き☆ す

た」も 京都アニ メー ショ ンというこ とで、 束京で はない、 地 方

という､i 槊には 語弊があ るかもし れ ませ んが、京 都に所 在する

製作 会社が 作っ た作111111でし た。 私の個人的 な考えで は、 今後ア

ニメー ショ ンの 業 界ではそ ういっ た地方 製作 会社 が増えてい く

んじ ゃないか なと思い ます｡［true tears］ の場 合な んかがそ う

だった んで すが、富 山に アニ メ製作 会社があ る とい うこ とを一

般 の 万々は知 らないと。 たまた まニュー スにおい て、 富山 にア

ニメ製 作会礼があ り、地 九を 題材 とした作 品を作っ ている とい

うことが 報道 されるこ とによって 一一挙に知 れ渡っ たと。さ らに

はそれ によって地 域振興 が起 きたというこ とで、･ 気に アニ メ

製作 会社の一種 のレピュ テー ションといい ますか、 評 判が ぐん

と高 まっ たと｡ 比 較的小 規模な 会社が、 アニメ ーショ ン業 界と

い う厳しい 業界で 生 き残っ てい くために は、いろ んな形で の自

治体や 地域 の サポートが 不Ilf欠 だろ う とい うこ とがあって 、そ

れが製 作 行側 にとって もロケ ーショ ンが 寄 与する 場合があ る ひ

とつのljt例だろ うなと思 ってい ます。あ とは地域 側に とっ てア

ニ メーショ ンのロ ケー ションを 誘致するこ との 意味ですが 、ひ

actual  location to check  out what  the real thing is like. 1 think  this

movement,  in the case  of  animation,  is something  brought  about

by  the  mechanism  of  skillful information  transmission  which  is

seen  among  the fans, starting from  the  core fans, moving  through

the  sub-core  fans  and  then  to  the  general  public.  By  making

skillful use  of  these kinds  of devices, 1 believe  that provinces  can

carry  out  public  relations work  to promote  their attractions.

There  are  a number  of  issues  which  require  consideration,

but  at the  present  time  these  kinds  of  efforts are  being  carried

out  only  in  a  sporadic  way,  and  the  number  of  such  cases  is

extremely  small  and  limited  in scope;  going  forward,  therefore.

I think  wc  need  to continue  to have  venues  like  this where

creators  and  those  involved  with  locations  can  gather  together

and  exchange  their experiences,  as we  did at the JAM  2008  event

held  last week.  Thank  you  for listening.

Nishizaki:  Thank  you  very  much.  I would  like to ask  something

about  the  regional  movement  seen  in Washitniya-machi.  What

surprised  me  most  of  all was  the  speed  at which  it happened.

You  first got  in  touch  with  Kadokawa  Shoten  Publishing  in

September  of  last year, and  it has  been  only  one  year  since  you

concluded  the  copyright  agreement;  this is a  very  short  space

of  time  for  so enormous  a movement  to occur.  I believe  that the

government  was  involved  and  that the  film  commission  was
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とつ にはこ うい うこ とがあ るんじ ゃない かな と。 アニ メで は実

写 フ イルムと 異なっ て、ロ ケー ショ ンで撮 影し た図 をその ま ま

使う わけ じゃな くて、そ れを美 術 スタッフが 見て絵 にする とい

うこ とが 通常で すので、そ こで クリェ イテ イビテ イが追 加され

て 、よ り良い 咒化 という 、i’葉もあ り ます が、現実 とは‥･段 陪迫

う 次 元で の衣現 に変換 される。そ れに よっ て、地域 の魅力 をよ

り良くアピ ー ルで きる とい う側 面がある んじ ゃないかと思 い ま

す。 先は どの 原監粁のロ ケー ショ ンと 美術ボ ード の対比 をご 覧

になって も、実際 の写 真とは違っ た形で 非常にプ ラ スア ルファ

な魅力が 追加さ れてい る、そ れがよく 分かっ たんじゃない かな

と思い ます。で すので、 アニ メで 去現 された風 景を現地で 匚ど

う違っ てい るの か」 を再 確認し たい とい うフ ァ ン心 理があ る、

なので現 地に きてし まうと。こ れが オ タクツ ーリ ズムの 根本だ

ろ う なと 思う ん･です ね。そ れ らの違 い とい う ものを 確 認する、

そ ういっ た一一連 の作 業によって、 フ ァンの心理、 フ ァンの欲求

が 満 たさ れる という よう な側 面が まずあ るか と。実 写の 作品、

映|刪乍品 も多 数、 今までロ ケーショ ンされて きて いる わけ です

が、 ただそうい った実 写作品で は知名 度が きわめて 鳥い ような

作品、 まあいろ んな 例があ る かと思 い ますがi 剛 はつ らい よ/

なんか は毎1111ロ ケー ショ ンを変 えてい るとか、そ の クラ スの 大

作とか、 ヒット 作とか 、 シリ ー ズ作 とか非常 に知名 度の 鳥い作

involved  in the government,  and  thai there were  some  parts

which  did not go quite as you  had anticipated. Could  you  tell us

about  that?

Sakata:  We  just took  advantage  of the situation. Actually, as

I just said. 1 think it was  the internal environment. We  had the

understanding  of our superiors. Because  this is something  that

could  never  happen  without the cooperation of others, we  arc

steadily striving for these fortunate things.

Nishizaki:  I think it is evident that making  use  of regional

contents was  extremely  important  in achieving this speed  and

timing. It seemed  to me  that the biggest problem  would  be

sorting out the copyright  issue. Speaking  to you. Mr.  Sakata

and  Mr. Matsumoto,  who  managed  to clear these hurdles, 1 felt

that there was  an emotional core to what  you  have been  doing.

Talking with you  about your successful case, it initially sounded

as if everything  went  as smoothly  as expected,  but in fact, a

closer look at each individual case reveals the fact that you  had

to deal with  some  extremely  difficult problems,  which  you

successfully overcame.  What  we  have learned from  you  today.

I believe, is about the sense of hospitality and  emotional  core

which  you  and the Chamber  of Commerce  and Industry have.

Today,  we  have  learned about a great many  cases, and  have
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品で ないと、 実際そのロ ケー ションに 行っ て現場 を俤､訖し よう

とす るよう な行動は 起きないの ではない のか なという 風に思い

ます　それが アニ メの場 介に は、コア 川、サブ コア川、 そして

そ の他 一般 とい う よう な形で 、う まく情･報が 伝摘 する よう な、

そ ういっ たメカニ ズムが実際 に形成 されてい るので はないか と

い う風に思い ます。そ ういっ たよう な仕組 みをう まく地域が 使

うこ とによって、 地域 の魅力 をPR し てい くのが で きるので は

ないか なと思ってお ります。

いろ んな課題があろ うか と思い ますが、こ ういっ た取 り組 み

という のが 現在の とこ ろi孜発的に 行われて きて、 また 舛 列も非

常に 少 ない、 隕 られ てい る とい う状 況が あ り ます ので、 今1111

の ような場、 先週我 々 も「JAM2008 」で 行い まし たけ れども、

こういっ た 製作 者とロ ケー ショ ンに携 わる人問が 集って経 験を

交換 する 場 とい うの が 今 後も継 続的 に 必 要な んじ ゃ ない かと

思ってお り ます 、以| こで す。

西崎 ：ありが とうござい ます。 今日 鷲肖 町の地域 ムーブ メ ント

をお 伺いし たんですが、 一番驚い たのが スピ ードでし た］ 昨年

の9J 」に 初めて 角 川､I卩III訪 ん にご 連絡 を収ら れて、版 楴的な と

ころ もご連 絡し て まだ｜年で、 これ だけ の 人きなム ーブ メン1ヽ

が起こって いる とい うところ なんて すが、こ れは 行政、フ ィル

received  many  ideas  from  these.  There  have  been  some  ideas

which  have  made  me  think.  "I could  take  that back  home  with

me  to my  local area."" and  that is what  I shall certainly  be  doing;

I hope  everyone  here today  will take  these ideas  home  with  them

as well. Thank  you  all very  much  for being  here today.

MC:  Thank  you  very  much.  My  thanks  to Ms.  Nishizaki  of

the  Hiroshima  Film  Commission,  who  moderated  this session,

as  well  as Mr.  Sakata,  Mr.  Matsumoto,  and  Mr.  Shichijo.  With

that. 1 would  like to close the  6th  Bunka-Cho  Film  Commission

Convention.

ム コミッ ショ ン も行政にある んですが 、なか なか思っ たよう に

動け ないところ がある んですが、 これは どうなんで しょう か｡

坂田 ： まさに ノリで すね。 本当に、 ノリとい うか、実 はち ょっ

とお 話しし まし た、 内 部の 環境 だ と思い ます。恐 ら くI-.ll」のJ111

解が とれ たんだ とい うこ とで。 あ とはj.IJり の協力 体制がない と

な かなかで きないこ とだ と思い ますので、良 い もの に閥して は

どんどん取 り組 むようにしてい ます｡

西 崎： やっ ぱ りそ うい っ たスピ ード、 タイミ ングとい う のは、

地 域で コンテ ンツを活Jljし てい くllで は非常 に 人切だ と思い ま

し た。そ れか ら、 版柿処 理という ところが 一喬人きい問 題だな

と思 い まし た。 中国 地 方 もアニ メ ー ショ ン作家 や 作111111ゆか り

のﾝ 名探 偵コ ナン］ で すとか: ゲ ゲゲの 鬼太郎j といっ たコ ン

テ ンツが多く、 地域 に活jljして いこう とい う動 きはある んです

が、やっ ぱ り版柿 儿との交渉 とか、い ろいろ 弸し いとこ ろがあ

るな と通常思っ てい るところ なんてす が、そ こを クリ アなさっ

ている 鷲宮町 の坂|||さんと松 本さんは､ 今日お 話を 伺っ ていて 、

とて もハ ートがある なと｡､ 成功例を 伺うと非常 に拑円｡に何 もか

も成功してい った ように 聞こえた 部分 もあっ たか と思 うんで す

が、 ひとつ ひとつ を詰めて 見てい くと、非常 に荀しい 課 題を 皃
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服さ れてい ます。 そ れはやは り、 おふ たりや商工 会の皆 さんの

おもて なしの心、 ハ ート の部 分が ある というこ とを学べ たかな

と思っ てい ます。 今 日たくさ んの事例 をいただ きまし た、 アイ

デア もたくさ んいた だきまし た。 この中 で「地元 に持っ て帰 れ

るな」 という ところは、 ぜひ私 も持って 帰らせ ていた だき ます

し、 会場の皆 さんもお 持ちい ただ きたい と思い ます。 今日は本

当にあ りが とうご ざい まし た。

司会 ：ありが とうござい まし た。 坂田 さん、松 本さん、 七丈さ

ん､ そし てモデレ ー ターを務めてい ただ きまし た広 島フ イルム･

コ ミッショ ンの西崎 さんでし た、 あ りがとうご ざい まし た。以

上を もち まして、「第6 回 文化庁　全 国フ イルムコ ミッ ショ ン・

コ ンベン ショ ン」を終了 とさせて いただ きます。
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資料

2007 木暮正夫 ［河童のﾀｰﾝと夏休み］製作委員会

- Masao Kogure･Summer Days with Coo Committee

写真提供：株式会社アセンション
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開催時のスナップ

Photos

=j〕原 恵一監督 ②茂木仁史プロデューサー　③七丈直弘氏　④ クウの画像をバックに講演する原監督＜中央＞と茂木プロデューサー＜右＞　⑤会場前に掲

出された「全国マンガ・アニメまちおこしMAP 」 ⑥西崎智子氏 ⑦鷲宮神社の絵馬について説明をする坂田圧巳氏〈 左＞と松本真治氏 ③会場内に設置さ

れた各フィルムコミ 　ッションのパンフレット　⑨総合司会を務めた鈴木貴子氏　⑩冒頭で挨拶をする清木孝悦氏（文化庁文化部長）
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第5 回 文 化 庁 映 画 週 間-  Here&There 公 式 報 告 書

【発 行 日】平成21 年3 月31 日

【発　 行】文化庁

【編　 集】ユニジャパン （財団法人日本映像国際振興協会）
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