
文
部
省
選
定

日
本
産
業
映
画
・
ビ
デ
オ
賞

画
祭
優
秀
作
品
賞

●
企
画
大
成
建
設
株
袋
荘

●
製
作
株
套
社
桜
映
画
社

萬
満
寺
本
堂
建
立

松
の
巨
木
を
挽
く
。
体
頭
の
す
べ
て
を

か
け
る
す
さ
ま
じ
い
仕
事
だ
。
溢
れ
出
る

人
鋸
屑
。
チ
ョ
ー
ナ
の
業
。
荒
削
り
仕
上

げ
削
り
。
カ
ン
ナ
の
音
は
あ
き
ら
か
に
違

う
。
ヒ
ノ
キ
を
彫
る
。
む
せ
か
え
る
よ
う

な
木
の
秀
が
画
面
に
流
れ
る
。
手
品
の
よ

う
に
銅
板
を
切
り
、
叩
き
、
そ
し
て
葺
く

「
祈
り
の
木
組
み

す
い
せ
ん
の
言
葉

東
京
大
学
名
誉
教
授
村
松
貞
次
郎

職
。
至
難
の
業
と
い
う
板
支
輪
や
格

を
ピ
タ
リ
と
納
め
る
木
組
み
の
技
○

が
掘
り
、
ノ
コ
が
挽
く
。

げ
し
い
息
づ
か
い
、
き
び
し
い
眼
。

と
道
具
と
人
の
、
こ
れ
は
う
ら
や
ま

ば
ど
の
陶
酔
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は

人
の
祈
り
の
姿
で
も
あ
る
。
祈
り
が

て
こ
そ
寺
の
建
築
は
仏
に
捧
げ
ら
れ

木
組
み
は
合
掌
の
心
組
み
と
も
な
る
。

れ
は
伝
統
の
匠
（
た
く
み
）
の
技
を

満
寺
本
常
」
建
立
の
経
緯
を
追
っ
て

し
た
貴
重
な
映
画
で
あ
る
。
木
組
み

の
先
に
木
霊
（
こ
だ
ま
｝
の
妖
し
さ

も
映
し
て
い
る
。

●

望吟

可

鼠
＃
…
Ｉ

》
墾議農j産
一一一一…

一
一

爵
“

一

； .一鐸墨合
一

＝

Y
神今

､湾

騨鴎

~騨守母鹸 搾品

、

←

識

蕊
給

蕊
一
章

一

“

凸

《

蕊溌
配

蕊蕊簿
山津

亨写笛



千
葉
県
松
戸
市
、
馬
橋
駅
に
ほ
ど
近
く
、

臨
済
宗
法
王
山
萬
淌
寺
が
あ
る
。
古
い
山

門
に
は
、
国
宝
の
仁
士
尊
が
あ
り
、
こ
の

金
剛
力
士
像
の
股
く
ぐ
り
を
す
る
と
、
中

気
除
け
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
、
人
々
に
親

し
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
萬
満
寺
で
、
本
常
消
失
以
米
帥
年

ぶ
り
に
新
本
蛍
が
建
立
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
新
本
堂
は
、
総
檜
造
り
、
宇
治
の

平
等
院
風
の
様
式
に
よ
る
本
格
木
造
建
築

で
、
宮
大
皿
を
は
じ
め
と
す
る
工
匠
た
ち

が
伝
統
の
「
技
と
巧
み
」
を
競
い
合
う
。

現
場
に
連
び
こ
ま
れ
た
化
粧
材
の
梢
は
、

ま
ず
、
岡
然
な
反
り
が
収
る
ま
で
じ
っ
く

り
寝
か
さ
れ
る
。
そ
の
間
に
大
き
な
屋
根

を
支
え
る
小
尾
組
材
の
準
備
が
進
め
ら
れ

た
。
木
挽
き
職
人
が
昔
な
が
ら
の
人
鋸
（

お
が
）
で
太
い
丸
太
を
縦
切
り
に
す
る
。

寺
院
建
築
特
有
の
緩
や
か
な
反
り
を
兄
せ

る
大
き
な
叫
梁
（
こ
う
り
ょ
う
）
に
は
、
木

あ
ら
す
じ

､零

彫
家
に
よ
り
古
典
的
な
彫
刻
が
施
さ
れ
る

宮
大
ｌ
た
ち
は
、
柱
や
梁
の
接
合
部
と

な
る
、
複
雑
な
形
の
仕
川
造
り
に
力
を
傾

け
る
。
軸
細
扉
や
梁
、
桁
で
構
成
す
る

中
心
的
構
造
部
）
、
そ
し
て
屋
根
ド
と
な
る

小
尾
組
へ
と
順
次
、
通
方
が
進
む
。
柵
卜

に
整
然
と
帷
ぷ
電
木
（
た
る
皇
の
取
付

け
、
そ
の
Ｉ
に
深
い
軒
の
川
を
テ
コ
の
原

理
で
支
え
る
太
い
枯
木
（
は
ね
ぎ
）
の
組

立
が
続
く
。
古
式
に
則
っ
た
盛
大
な
上
棟

式
の
後
、
尾
根
に
は
銅
板
が
齢
か
れ
る
。

小
割
り
の
銅
板
を
災
し
く
組
合
せ
て
柔
ら

か
な
感
じ
を
だ
す
。

そ
し
て
、
九
卜
盤
敷
の
大
陸
間
と
な
る

本
唯
外
陣
で
は
、
大
尺
井
に
珍
し
い
様
式

の
「
折
上
げ
格
火
井
」
が
造
ら
れ
る
。
尺

●

費
や
し
た
本
常
に
は
、
工
匠
た
ち
の
「
技

と
心
」
が
深
く
刻
み
こ
ま
れ
て
、
昭
和
他

年
５
Ⅱ
遂
に
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

井
周
辺
部
か
ら
立
上
る
「
迄
輪
」
に
続
い

て
、
大
き
な
裕
子
を
組
む
。
こ
の
格
火
仲

は
中
典
部
を
少
し
な
だ
ら
か
に
侍
ｉ
げ
る

こ
れ
を
「
む
く
り
」
と
・
野
Ⅷ
い
、
座
い
大
大

井
が
平
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

〃
木
組
の
技
〃
の
粋
を
こ
・
ら
し
た
兇
甥
な

折
卜
げ
格
天
井
が
形
を
鑿
え
た
。

３
年
の
歳
川
と
台
湾
槽
１
５
０
０
祠
を

■
製
作
意
図

わ
が
国
の
観
光
地
や
名
所
旧
跡
に
は
必

ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
古
い
寺
院
建
築
が

あ
る
が
、
数
百
年
の
歳
月
に
も
耐
え
る
木

造
建
築
は
ど
の
よ
う
に
し
て
造
ら
れ
て
い

る
の
か
、
そ
の
建
立
過
程
や
技
術
の
細
部

を
直
接
見
る
こ
と
は
、
容
易
で
は
な
い
。

そ
こ
に
は
長
い
歴
史
と
修
練
さ
れ
た
職
人

技
術
が
深
く
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

わ
が
国
が
世
界
に
誇
り
得
る
伝
統
的
な

技
術
の
一
つ
、
宮
大
工
（
神
社
仏
閣
な
ど

の
建
築
を
専
門
と
す
る
大
工
）
に
よ
る
木

造
寺
院
建
築
は
、
近
年
、
木
材
入
手
難

職
人
不
足
な
ど
か
ら
、
そ
の
事
例
は
極
め

て
稀
な
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
新
し
い
寺

院
は
、
耐
火
上
や
経
済
上
の
理
由
か
ら
．

●

萬満寺本堂建立

永似の
●スタッフ●

製作村山英世 音楽

監督堤哲朗 効果

躍
す
る
銅
板
工
ら
の
手
技
を
収
め
て
い
る

特
に
職
人
技
術
に
対
す
る
理
解
を
促
進
す

る
目
的
で
企
画
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

こ
の
映
画
に
は
、
宮
大
工
だ
け
で
な
く
、

珍
し
い
「
木
挽
（
こ
び
）
き
職
人
」
や
古
典

的
彫
刻
を
施
す
木
彫
家
、
屋
根
葺
き
に
活

え
、
わ
が
国
の
伝
統
の
重
み
、
寺
院
建
築
、

ン
ク
リ
ー
ト
で
造
ら
れ
る
例
が
多
い
。

し
か
し
、
わ
が
国
本
来
の
伝
統
の
美
に

対
す
る
見
直
し
や
経
済
力
の
向
上
か
ら
、

な
お
木
造
建
築
の
例
は
あ
り
、
宮
大
工
の

「
技
」
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、

映
画
に
よ
り
、
宮
大
工
た
ち
の
細
か
な
仕

事
振
り
を
捉
え
る
こ
と
で
、
木
組
の
精
巧

さ
や
繊
細
な
感
覚
に
満
ち
た
美
し
さ
を
伝
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