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「
路
傍
の
石
」

鑑
賞
会
に
つ
い
て

フ
ィ

ル
ム
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー

の
晶
別
鑑
賞
会
で
は 、
歴
史
的

な
価
値
の
あ

る
芸
術
性
豊か

な
古
典
映
画
を
と
り
上
げ
て
き
ま

し
た
が 、
今
回
は
そ
の
第
二
四
回

上
し
て 、
一
0
月一
0
日か

ら
二
八
日
ま
て 、
毎
週
二
回
（
日
・

水
躍
日
の
二
時）

田
坂
具

隆
監
督
の
日
活
映
画
「
路
傍
の
石」
を
上
映
し
ま
す 、

文
部
省・
日
活
多
彫

川
共
同一
九
三
八
年
作
品
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解
説
＞

こ
の
映
画
は 、
文
部
省
と
日
活
多
府

川
の
共
同
企
画
に
よ
り

朝
日
新
聞
に
当
時
連
載
さ

れ
た
山
本
有――一
の
小
説「
路
傍
の
石」

か

ら 、
昭
和
ニ―一
年
に
映
画
化
さ

れ
た
も
の
て 、
監
督
は

田
坂

具
隆
て
す

c

脚
色
は
荒
牧
芳

郎
と声回
重
屋
四

郎
こ
田
坂
具
隆
の

ペ
ン
ネ
ー

ム） 、
撮
影
は
現
在
ま
で
田
坂
と
名
コ
ン
ヒ
の
伊
佐
山

――一
郎
が
主
に
担
当
し
て
い
ま
す 。

封
切
は 、
昭
和一
三
年
九
月
ニ
―
日 、
洩
草
富
士
館 、
帝
都

座 、
神

田
・

麻
布・
渋

谷
の
日
活
館
で
行
な
わ

れ、
可
成
り
の

好
評
を
縛
し
て
同
年
度
キ
ネ
マ
旬
報 ，ヘ
ス
ト
・
テ
ン
の
第
二
位

を
得
ま
し
た 崎

2

近
作
[
女
中

ノ
子」
で
健
在
を
示
し
た

田
坂le
孟匹
は ヽ
助
監

督
時
代
に 、
村

田
実 、
溝
口
健
二 、
鈴
木
健
作
ら
の
指
苺
を
う

け 、
大
正一
五
年
処
女
作＿
が
ぽ
ち
ゃ

騒
動
記」
を
発
表 、
ト

オ
キ
イ
に
は
い
っ

て
「
春
と
娘」（
昭
和
七
年）
等
を
作
っ

た
が 、

「
路
傍
の
石」
の
前
年
昭
和―
二
年
に 、
す
て
に
山

本
有――一
の

「
真
実一
路」
を
映
画
化
し
て
い
ま
す 。
昭
和―――一
年
に
は 、

「
路
傍
の
石」
に
先
立
ち 、「
五
人
の
斥
候

兵」ハ
同
年
度ペ
ス
ト

l)
を
発
表
し 、
こ
の
年
の
ペ
ス
ト
・

テ
ン
に一
位
二
位
を
独

占
し 、
第一
線
監
督
と
し
て
の
名
声
を
獲
得
し
ま
し
た 。「
路
傍

の
石」
は
彼
の
代
表
作
で
あ

る
ばか

り
で
な
く 、
昭
和一
0
年

前
後
に
流
行
し
た
文
芸
作
品
映
画
化
の
典
型
的
な
作
例
の一
っ

敏
正

山
田
咲
ニ・・・・・・・・・・・・・・・・・・：．．．．．．．．．．．．．．．
 ；
 ．．．．．．．
 飛

田
喜
佐
夫

勝
ち
ゃ

ん．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
 青
木

虎
大

と
い
え
ま
し
ょ
う 。

原
作
が
有
名
な
の
で
内
容
に
つ
い
て
は 、
詳
し
く
述
べ

る
必

要
が
な
い
と
思
い
ま
す
が 、
栃
木
県
下
の
あ

る
町 、
日
露
戦
争

直
前
の
明
治一二
五 、
六
年
頃 、
貧
苦
の
中
に
生

れ
な
が
ら 、
さ

か

ん
な
向
学
心
に
燃
え

る
少
年
愛

川
吾一
が 、
辛
酸
を
璽
ね
な

が
ら 、
や
が
て
上
京
す

る
物
語
で 、
二
部
に
分
か

れ
て
い
ま

す 。
な

お、
今
回
上
映
の
プ
リ
ン
ト

は
文
部
省
に
保
存
さ

れ
て

い
た
も
の
で
す 。

こ
の
映
画
か
作
ら

れ
た
の
は
昭
年
十
三
年 、
そ
し
て
こ

れ
は

タ
イ
ト

ル
に
あ

る
よ
う
に 、
文
部
省
と
日
活
の
共
同
企
画
と
い

う
こ
と
に
な
っ

て
い

る。
文
部
省
は 、
そ

れ
ま
で
も
映
画
製
作

の
た
め
に
毎
年
若
干
の
予
算
を
計
上
し 、
小
規
模
な 。フ
ロ
ダ
ク

ジ
ョ

ン
に
委
嘱
し
て
い
く
つか

の”
教
育
的
II

映
画
を
製
作
し

て
来
た
が 、
こ
の
年
初
め
て
A
ク
ラ
ス
の
会
社
と
二
つ
の
作
品

の
共
同
企
画
を
試
み
た し
そ
の一
っ
は
東
宝
と
の
「
長
曾
根
虎

徹」
て 、
も
う―

つ
は
こ
の
日
活
と
の
「
路
傍
の
石」
て
あ

るウ

前
者
で
は
ま

ん
ま
と
失
敗
し
た
が 、
後
者
で
は
前
者
の
失
敗
を

偵
っ

て
あ
ま
り
あ

る
だ
け
の
賞
讃
を
拇
し
た
c

昭
和
十――一
年
と

い
え
ば 、
日
華
事
変
す
で
に
二
年
目
て
あ

る
が 、
昭
和
十
四
年

に
実
施
を
見
た
映
画
法
も
ま
だ
な
く 、
内
閣
情
報
局
が
映
画
統

制
の
座
に
我
が
も
の
顔
に

お
さ
ま

る
以
前
で
あ

るか

ら 、
こ
う

し
た
官
庁
と
第一
級
の
製
作
会
社
と
の
共
同
企
画
と
い
う
こ
と

は
珍
し
か

っ
た 。
こ

れ
が
映
画
法
以
後
に
な

る
と 、
今か

ら
考

え
れ

ば 、
日

本
映
画
の
全
作
品
が
梢
報
局
と
の
共
同
企
画
に
な

っ
て
し
ま
っ

た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
3

そ
れ

は
と
もか

く
と
し
て 、
こ
の
映
画
の
原
作
は 、
そ
の
頃

朝
日
新
聞
に
連
載
さ

れ
て
評
判
に
な
っ

た
山
本
有――一
の
も
の

で 、
監
督
に
当
っ

た
田
坂
具
隆
は 、
こ
の
前
年
に
も 、
同
じ
山

本
有――一
の
「
爽
実一
路」
を
映
画
化
し
て
好
計
を
得
て
い

る＂

r 

i: 

清

「
路
傍
の
石
」

と
そ
の
周
囲

晶



当
時
の
日
活
は
経
済
的
に
は
裁
判
所
の
管
岬
を
受
け
る
と
い
う

一
種
の
破
産
状
態
に
あ
り
な
か
ら、
阪
妻、
千
恵
祓、
究
涛
郎

の
三
大
剣
戟
ス
ク
ー
を
擁
す
る
伝
統
の
闊
代
腸
王
国
の
京
都
撮

影
所
に
対
し、
現
代
劇
の
多
肝
川
撮
影
所
は、
所
長
根
岸
究一
の

英
断
に
よ
っ
一
部
の
巨
匠
に
対
し
て
は
徹
底
的
な
大
作
主
義、

芸
術
主
義
を
と
り、
そ
こ
か
ら
映
画
史
を
飾
る
い
く
た
の
名
作

が
愁
出
し
た
が、
そ
の
反
面、
そ
れ
ら
の
超
A
ク
ラ
ス
作
品
以

外
は
C
ク
ラ
ス
作
品
ば
か
り
で、
中
間
層
が
な
く、
そ
れ
も
ス
、
、

タ
，
フ
の
名
前
を一
見
し
た
た
け
て一
目
瞭
然
と
い
う、
い
び

つ
な
状
態
を
生
み
出
し
た

J

そ
の
巨
匠
の
列
に
屁
す
る
も
の

が、
内
田
吐
夢
や
田
坂
具
隆、
途
中
て
東
宝
に
引
移
っ
た
熊
谷

久
虎
の
三
人
で、
内
田
吐
夢
の
「
人
生
劇
楊」
（
昭
11
)
「
裸
の

町」（
昭
12)「
限
り
な
き
仙
追」（
同）「
1」（
昭
14
)、
田
坂
具
隆
の

「
真
実一
路」（
昭
12)「
万
人
の
斥
候
兵」（
昭
13
)「
路
傍
の
石」

（
同）「
土
と
兵
隊」（
昭
14
)、
熊
谷
久
虎
の「
梢
熱
の
詩
人
啄
木」

（
昭
11、「
蒼
限」（
昭
12)
か、
映
画
史
上
を
飾
る
超
A
ク
ラ
ス

の
傑
作
大
作
で
あ
る，
こ
れ
か
内
田
吐
夢
の
「
歴
史」（
昭
15)

に
至
っ
て、
そ
の
興
行
的
小
振
か
ら
そ
れ
ま
で
の
大
作
主
義
に

再
検
討
の
鞭
が
加
え
ら
れ、
そ
の
と
き
は
す
で
に
根
岸
究一
は

所
長
の
杭
子
に
な
く、
こ
の
力
針
転
換
を
機
会
に、
内
田、
田

坂
の
両
名
の
日
活
脱
退
と
な
っ
て、
多
廂
川
の
ほ
と
り
に
何
年

か
燃
え
さ
か
っ
た
牡
異
な
芸
術
的
矩
火
も
消
え
て
し
ま
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
で、
当
時
の
田
坂
具
隆
に
対
す
る
評
価
は
ーーー
「
女

中
，
子」
な
ど
で
代
表
さ
れ
る
現
在
て
も
さ
う
た
が

1
誠
実

そ
の
も
の
の
よ
う
な
作
家
と
い
う
こ
と
に一
致
じ
て
い
た。
山

本
有――一
の
「
真
実一
路」
の
映
血
化
に
成
功
し
た
の
も、
有―――

文
学
の
持
っ
て
い
る
誠
実
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
田
坂
の
誠
実

な
梱
出
態
度
に、
た
ぶ
ん
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
り、
そ
れ
が

原
作
木
来
の
香[XI
を
過
小
足
な
く
ス
ク
リ
ー
ン
に
伝
え
た
と
い

う
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か、
そ
れ
は
こ
の
「
路
傍
の
711」

に
対
し
て
も
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る。

そ
れ
に、
や
は
り
「
真
実一
路」
で
デ
ビ
ュ
ウ
し
た
見
る
か
ら

に
利
口
で
勝
気
な
片
山
明
彦
少
年
が、
内
田
吐
夢
の
「

限
り
な

き
前
進」
を
経
て、
す
っ
か
り
名
子
役
と
し
て
の
底
き
を
か
け

た
こ
と
は、
こ
の
映
画
の
成
功
に
ど
れ
た
け
大
き
な
役
割
を
果

し
た
か
わ
か
ら
な
い＂
彼
か
封
筒
を
貼
り
間
迎
え
て、
そ
っ
と

涙
を
拭
う
ツ
ー
ン
な
ど
は、
二
十
年
近
く
た
っ
た
今
日
で
も
い

ま
だ
に
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
惑
激
的
な
も
の
で
あ
っ
た。

そ
の
か
わ
り、
こ
の
映
画
は、
田
坂
監
督
の
い
い
と
こ
ろ
も

百．ハ
ー
セ
ン
ト
出
て
い
る
反
面、
悪
い
と
こ
ろ
も
出
て
い
な
い

で
は
な
い。
い
つ
も
誠
実
が
過
ぎ
て
人一
倍
長
尺
に
な
り
が
ち

な
彼
の
癖
は、
こ
の
映
画
を、
延
i々一
時
間
以
上
も
か
か
っ
て

吾一
た
た一
人
の
立
志
伝
的
足
跡
を
追
う
た
け
で、
そ
れ
も
中

途
半
端
な
時
期
で
終
っ
て
い
る。
明
治
の
風
俗
描
写
は
丹
念
で

も、
吾一
を
と
り
ま
く
人
物
は、
要
す
る
に
吾一
の
側
か
ら
の

み
見
た一
面
的
な
姿
ば
か
り
で、
そ
こ
に
明
治
の
社
会
の
本
質

が
立
体
的
に
描
破
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い。
そ
れ
て
も、

こ
の
映
画
を
見
た
当
時、
私
の
感
動
は
大
き
か
っ
た。
そ
れ
は、

い
っ
て
み
れ
ば、
私
た
ち
が
子
供
の
頃
か
ら
さ
ん
ざ
ん
に
吹
き

こ
ま
れ
て
来
た
修
身
教
育
的
立
志
談
の、
最
も
生
々
と
肉
附
け

さ
れ
た
形
を
こ
こ
に
見
た
か
ら
で
あ
る、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も

こ
そ
っ
て
絶
瞬
し、
そ
の
年
の
ベ
ス
ト
・
テ
ン
で
は
第
二
位
の

栄
営
が
与
え
ら
れ
た

J

と
こ
ろ
が、
こ
れ
が
つ
い
先
年
松
竹
で

再
映
画
化
さ
れ
た
と
き
は、
利
年
の
十
分
の
一
の
話
題
も
ま
き

起
さ
な
か
っ
た
C

そ
れ
は、
実
際
に
映
画
の
出
来
栄
え
が
前
作

よ
り
格
段
に
劣
っ
て
い
た
た
め
か、
そ
れ
と
も、
こ
の
作
の
持

っ
て
い
る
モ
ラ
ル
そ
の
も
の
が
今
日
の
時
勢
に
そ
ぐ
わ
な
い
も

の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
か、
そ
れ
を
判
断
し
て
い
た
だ
＜

の
に、
今
度
の
上
映
は
い
い
機
会
で
あ
る，

（
フ
ィ
ル
ム
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
迎
党
委
員〉


