
   

 

どさんこ 
 

  第６３回 札幌矯正管区  

  管内被収容者美術・文芸等コンクール 入賞作品集 

 刑務所の受刑者や少年院の在院者は，施設の中で外部の専門

家の方々のご協力を得て，クラブ活動や矯正教育の時間に絵画

や書道，短歌などの作品づくりに取り組んでおり，これらの作

品を対象として年に１回，コンクールを行っています。コン

クールでは，各分野で活躍される専門家に審査をしていただい

ており，その結果，入賞した優秀作品を紹介します。 

 作品をとおして，彼らのことを知っていただくきっかけにな

れば幸いです。 

 

美 術 部 門  Ｐ１ 

書 道 部 門  Ｐ５ 

ペン書道部門   Ｐ７ 

文 芸 部 門  Ｐ９ 



   

 

写生画 第一席 

『 

故
郷 

』 

旭
川
刑
務
所 

Ａ
・
Ｙ 

 

時
間
を
か
け
て
、
一
筆
一
筆
、
画
面

全
体
を
仕
上
げ
た
努
力
が
感
じ
ら
れ
ま

す
。
細
か
な
筆
の
タ
ッ
チ
を
生
か
し
、

多
彩
な
色
彩
で
細
部
ま
で
仕
上
げ
て
お

り
、
高
い
描
写
技
術
を
感
じ
ま
す
。
大

き
な
構
図
と
共
に
，
色
彩
の
変
化
と
筆

の
タ
ッ
チ
で
遠
近
感
も
表
現
さ
れ
て
い

ま
す
。 

写生画 第二席 

『 

秋
闌 

』 

 
 

 
     

 

旭
川
刑
務
所 

Ｉ
・
Ｙ 

 

細
か
な
筆
の
タ
ッ
チ
で
、
て
い
ね

い
に
仕
上
げ
ら
れ
、
一
筆
一
筆
に
込

め
た
絵
を
描
く
努
力
が
伝
わ
っ
て
き

ま
す
。
も
う
少
し
色
彩
の
強
弱
や
め

り
は
り
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
一
層

良
い
作
品
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
絵
を
描
く
技
術
が
充
分
に
あ
り

ま
す
の
で
、
違
っ
た
題
材
に
も
挑
戦

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。 

写生画 第三席 

『 

紅
葉 

』 

 
 

 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｔ
・
Ｓ 

 

明
る
い
ピ
ン
ク
色
と
黄
色
、

そ
し
て
グ
リ
ー
ン
系
の
柔
ら
か

な
色
彩
で
画
面
一
杯
に
彩
色

し
、
絵
全
体
に
調
和
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
色
彩
に
よ
る
遠
近

感
も
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
柔

ら
か
な
筆
の
タ
ッ
チ
で
、
穏
や

か
な
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
く
る

作
品
で
す
。 

美術部門 

1 



２  

 

自由画 第一席 

『 

九
紋
龍 

史
進 

』 

 
 

月
形
刑
務
所 

Ｎ
・
Ｓ 

 

模
写
の
作
品
と
思
わ
れ

る
が
、
力
強
い
画
面
構
成

と
重
厚
な
色
彩
が
見
る
人

を
引
き
付
け
ま
す
。
単
な

る
模
写
に
と
ど
ま
ら
ず
、

絵
画
作
品
と
し
て
充
分
に

描
か
れ
た
力
作
で
す
。
色

彩
に
厚
み
が
あ
り
、
配
色

の
効
果
で
よ
り
力
強
い
作

品
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

自由画 第二席 

『 

桜
舞 

』 

 
 

  

札
幌
刑
務
所 

Ｋ
・
Ｍ 

 

色
鮮
や
か
な
画
面
は
見
る

人
を
引
き
付
け
る
魅
力
が
あ

り
ま
す
。
明
る
い
色
彩
や
人

物
と
背
景
の
桜
の
花
に
よ
る

構
成
に
よ
り
、
新
鮮
な
感
じ

や
さ
わ
や
か
さ
を
感
じ
ま

す
。
ま
た
、
日
本
画
風
の
表

現
も
新
鮮
で
、
絵
の
魅
力
を

一
層
深
め
て
い
ま
す
。 

自由画 第三席 

『 

牛
乳
を
注
ぐ
女 

』 

 
 

札
幌
刑
務
所 

Ｋ
・
Ｓ 

 

オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
フ
ェ

ル
メ
ー
ル
の
代
表
作
の
一

点
で
あ
る
「
牛
乳
を
注
ぐ

女
」
を

模

写

し

た

作

品

で
、
原
画
を
忠
実
に
模
写

し
、
色
彩
の
再
現
は
見
事

で
す
。
壁
の
灰
色
か
ら
白

へ
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン

や
、
壁
の
シ
ミ
、
釘
穴
ま

で
明
確
に
描
き
、
名
画
の

模
写
が
多
い
作
品
の
中
で

も
、
特
に
優
れ
て

い
ま

す
。 



 ３ 

 

写生画 佳作 

 『 山中の稲荷神社 』 函館少年刑務所 U・N 

写生画 佳作 

 『 夕景 』 函館少年刑務所 Ｔ・Ｋ 

写
生
画 
佳
作 

 

『 

モ
ン
マ
ル
ト
ル 

』 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｍ
・
Ｋ 

自
由
画 

佳
作 

 

『 

水
滸
伝  

入
雲
龍
公
孫
勝 

』 

月
形
刑
務
所 

Ｎ
・
Ｍ 

 

自
由
画 

佳
作 

 

『 

傑
刑
図 

』
月
形
刑
務
所 

Ｗ
・
Ｓ 

自
由
画 

佳
作 

 

『 

愛
染
明
王 

』
月
形
刑
務
所 

Ｅ
・
Ｎ 



４  

 

総
評 

【
写
生
画
】
（
成
人
の
部
） 

 

自
然
か
ら
受
け
た
感
動
を
、
自
分
な
り
の
方
法
で
絵
に
表

現
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
、
写
生
画
で
は
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
新
鮮
な
視
点
と
絵
を
描
く
技
術
力
も
求
め
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
マ
ン
ネ
リ
に
な
る
こ
と
も
避
け
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
観
点
で
審
査
し
ま
し
た
。
入
賞
し
た

作
品
は
点
描
で
描
い
た
作
品
が
多
く
な
り
ま
し
た
が
、
描
く

技
術
力
と
努
力
を
強
く
感
じ
た
作
品
で
す
。
大
胆
な
筆
使
い

の
ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
や
多
彩
な
色
彩
で
表
現
し
た
作
品
、
新

鮮
な
視
点
が
感
じ
ら
れ
る
作
品
が
出
品
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
ま
す
。 

【
自
由
画
】
（
成
人
の
部
） 

 

自
由
画
の
部
門
は
、
何
を
描
い
て
も
自
由
で
す
が
、
応
募

さ
れ
た
作
品
の
多
く
が
模
写
に
よ
る
作
品
で
し
た
。
模
写

は
、
原
画
を
表
面
的
に
そ
の
ま
ま
写
し
取
る
だ
け
で
な
く
、

一
枚
の
絵
と
し
て
魅
力
あ
る
表
現
を
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。 

 

入
賞
し
た
作
品
は
、
絵
を
描
く
技
術
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
色
彩
の
強
さ
や
新
鮮
さ
に
よ
り
、
絵
に
力
強
さ
が
あ

り
、
観
る
人
に
感
動
を
与
え
る
絵
、
と
い
う
観
点
か
ら
審
査

し
ま
し
た
。 

【
絵
画
】
（
少
年
の
部
） 

 

応
募
作
品
数
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
今
回
は
残
念
な
が

ら
、
入
賞
作
品
に
該
当
す
る
作
品
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

心
情
的
に
も
美
し
い
も
の
を
追
求
す
る
心
を
育
て
る
に

は
、
絵
を
描
く
こ
と
も
大
切
と
思
わ
れ
ま
す
。
次
回
の
出
品

を
期
待
し
て
い
ま
す
。 

入賞作品展（成人の絵画）の様子 

絵画 佳作 

 『 孔雀 』帯広少年院 Ｓ・Ｓ 

絵画 佳作 

 『 静物画 』北海少年院 Ｏ・Ａ 



 ５ 

 

書道（成人の部）第一席 

『 

北
海
王
元
詳
造
像
記 
』 

札
幌
刑
務
所 

Ｂ
・
Ｒ 

 

力
強
く
気
力
充
実
し
た

造
像
記
で
す
。
た
っ
ぷ
り

の
墨
量
で
点
画
の
間
合
い

を
勢
い
よ
く
書
き
続
け
る

技
は
見
事
で
す
。
た
だ
、

筆

勢

の

あ

ま

り
、
落

款

（
書
名
）
が
無
く
、
惜
し

い
で
す
。 

書道 

（成人の部） 

第二席 

『 

胡
風
起
截
耳
之
凍
趙
日
興
暴
背
之
思 

』 
 

旭
川
刑
務
所 

Ｓ
・
Ｔ 

 

二
行
の
構
成
が
よ
く
整
理
さ
れ
て
、
温
も
り
あ
る
楷
書
作
品
で
す
。

落
款
の
位
置
も
上
々
。
今
後
、
更
に
楷
書
な
ら
で
は
の
用
筆
法
（
止

め
、
撥
ね
、
払
い
）
を
習
い
ま
し
ょ
う
。 

書道（成人の部）第三席 

『 

牛
橛
造
像
記 

』 

 

月
形
刑
務
所 

Ｋ
・
Ｋ 

 

引
き
し
ま
っ
た
線
が
終

始
一
貫
し
、
気
迫
に
満
ち

た
作
品
で
す
。
石
を
刻
む

か
の
強
靭
な
線
が
響
き
、

悠
久
の
古
代
へ
と
情
が
つ

な
が
り
ま
す
。 

書道部門 



６  

 

書道 

（少年の部） 

第一席 

『 
水
遠
山
長 

』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

帯
広
少
年
院 

Ｙ
・
Ｋ 

 

広
大
な
大
地
の
景
色
を
見
る
か
の
よ
う
に
堂
々
と
し
た

一
作
で
す
。
伸
び
や
か
な
線
に
心
満
た
さ
れ
ま
す
。
四
文

字
の
調
和
し
た
優
作
で
す
。 

総
評 

【
書
道
（
成
人
の
部
）
】 

 

言
葉
に
感
動
し
、
ど
の
よ
う
に
仕
上
げ
よ
う
か
と
書
体
（
楷
、
行
、
草
、
篆
、
隷
）
や
、
書
法
（
技

法
）
に
構
成
に
と
、
い
く
枚
も
書
い
た
で
あ
ろ
う
作
品
に
出
会
う
と
楽
し
い
会
話
が
で
き
、
盛
り
上
が
り

ま
す
。
最
終
の
一
点
一
画
ま
で
気
が
通
っ
て
い
る
と
「
頑
張
っ
た
賞
」
を
、
ま
た
、
こ
こ
が
良
い
の
に
、

こ
の
一
点
が
残
念
な
作
に
は
「
も
う
一
歩
賞
」
等
々
と
、
真
摯
な
作
品
と
対
峙
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
書
は
筆
を
使
い
ま
す
ネ
～
。
古
い
言
葉
で
「
使
ふ
」
と
「
仕
ふ
」
は
同
じ
語
で
、
「
筆
を

使
う
」
と
は
「
筆
に
仕
え
る
」
こ
と
で
、
「
付
き
合
う
」
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
筆
が
ど
う
動
き
た
い
か
を

聴
き
、
自
分
の
手
と
対
話
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
次
回
作
を
期
待
い
た
し
ま
す
。 

【
書
道
（
少
年
の
部
）
】 

 

今
年
は
作
品
数
が
少
な
く
、
順
位
を
決
め
る
の
は
大
変
難
し
く
苦
心
い
た
し
ま
し
た
。
一
作
一
作
に
見

ど
こ
ろ
が
あ
り
、
ど
の
作
品
も
純
真
で
素
朴
で
温
も
り
の
あ
る
作
品
ば
か
り
で
す
。
唯
に
基
礎
練
習
不
足

の
た
め
力
を
発
揮
で
き
て
い
な
い
こ
と
も
残
念
に
思
い
ま
す
。
土
台
の
不
安
定
な
上
に
家
を
建
て
る
よ
う

な
冒
険
は
し
ま
せ
ん
よ
ね
。
基
礎
力
を
磨
き
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
も
四
文
字
熟
語
が
題
材
に
な
り
ま
し
ょ

う
。
そ
の
言
外
の
意
を
充
分
に
噛
み
締
め
て
、
明
る
く
元
気
に
、
新
鮮
な
作
品
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。 

 書道（少年の部）第二席 

『 

我
思
故
人 

』 

 
 

帯
広
少
年
院 

Ｓ
・
Ｍ 

 

こ
の
一
作
に
込
め
る
意

志
の
強
さ
が
伝
わ
っ
て
き

ま
す
。
「
思
」
の
一
文
字

に
漲
る
筆
力
が
充
分
で
、

全
体
を
一
段
と
輝
か
せ
て

い
ま
す
。 

 書道 

（少年の部） 

第三席 

『 

千
山
万
水 

』 

 
 

 
 

                

北
海
少
年
院 

Ｋ
・
Ｔ 

 
円
み
あ
る
線
が
ゆ
っ
た
り
流
れ
豊
か
な
自
然

を
感
じ
ま
す
。
温
か
く
穏
や
か
な
作
品
で
す
。 

入賞作品展（書道） の様子 



 ７ 

 

ペン書道 

（成人の部） 

第一席 

『 

性
霊
集
よ
り 

』 

 
                

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｔ
・
Ｓ 

 

写
仏
は
顔
の
表
現
が
命
で
す
。
一
本
一
本

の
線
に
強
弱
が
出
て
い
て
、
と
て
も
良
い
表

情
で
す
。
思
わ
ず
合
掌
し
た
く
な
り
ま
す
。 

ペン書道 

部門 

ペン書道（成人の部）第二席 

『 

ド
イ
ツ
民
謡 

』 

札
幌
刑
務
支
所 

Ｓ
・
Ｙ 

 

用
紙
全
体
に
安
定

よ
く
納
め
ま
し
た
。

文
字
の
大
き
さ
が
読

み
易
い
作
品
に
な
り

ま
し
た
。
変
体
仮
名

を
効
果
的
に
使
い
、

よ
り
良
い
表
現
と
な

り
ま
し
た
。 

ペン書道（成人の部） 

第三席 

『 

声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語 

』 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｋ
・
Ｔ 

 

双
鉤
填
墨
（
そ
う
こ
う
て
ん
ぼ

く
）
と
は
、
複
製
を
作
る
技
術
で
、

文
字
の
輪
郭
を
写
し
、
そ
の
中
を
墨

で
塗
り
つ
ぶ
す
こ
と
。
正
確
に
丁
寧

に
写
し
取
っ
て
い
ま
す
。 



８  

 

ペン書道（少年の部）第二席 

『 

吾
輩
は
猫
で
あ
る 

』 

 
 

 
 

 

北
海
少
年
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ｓ
・
Ｈ 

 
作
品
と
し
て
飾
っ
て
見

て
、
読
ん
で
み
よ
う
と
思

わ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

丁
寧
で
文
字
の
大
き
さ

が
良
か
っ
た
。 

ペン書道（少年の部）第三席 

『 

ヒ
ン
ズ
ー
教
の
教
え 

』 

 
 

 
 

 
  

帯
広
少
年
院 

 
 

 
              

Ｙ
・
Ｋ 

 

同
じ
文
字
が
繰
り
返
し

使
わ
れ
る
た
め
、
難
し
い

表
現
に
な
る
が
、
整
然
と

書
か
れ
て
い
る
。
字
形
は

か
な
り
の
癖
字
な
の
で
、

よ
く
活
字
を
見
て
書
く
こ

と
。 

総
評 

【
ペ
ン
書
道
（
成
人
の
部
）
】 

 

選
出
さ
れ
た
作
品
は
、
工
夫
が
あ

り
、
努
力
が
見
ら
れ
ま
す
。
ペ
ン
書
道

と
は
、
ペ
ン
で
書
く
も
の
で
す
が
、
今

で
は
い
ろ
い
ろ
な
筆
記
具
が
販
売
さ
れ

て
い
て
、
使
い
方
に
よ
っ
て
、
多
様
な

表
現
効
果
が
出
ま
す
。
特
に
、
展
覧
会

の
よ
う
な
場
合
は
、
目
を
惹
く
作
品
に

走
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
基
本
は
常
に

読
み
易
く
、
体
裁
よ
く
を
心
が
け
、
誤

字
や
脱
字
を
注
意
し
て
書
く
こ
と
で

す
。 

 

今
回
佳
作
に
回
っ
て
し
ま
っ
た
中
に

は
、
構
成
に
工
夫
を
必
要
と
す
る
も
の

が
あ
り
ま
し
た
。
文
字
は
立
派
で
す
か

ら
、
残
念
で
す
。 

【
ペ
ン
書
道
（
少
年
の
部
）
】 

 

出
品
数
が
少
な
く
て
残
念
で
は
あ
り

ま
す
が
、
作
品
は
ど
れ
も
し
っ
か
り
書

か
れ
て
い
て
嬉
し
く
も
あ
り
ま
す
。 

 

手
書
き
文
字
が
少
な
く
、
全
部
が
パ

ソ
コ
ン
で
打
た
れ
た
文
字
だ
け
に
な
ら

な
い
よ
う
、
簡
単
に
す
ぐ
書
け
る
こ
と

を
忘
れ
ず
に
と
言
い
た
い
。 

 

※
少
年
の
部  

第
一
席
は
該
当
な
し 

 
 

入賞作品展（ペン書道） の様子 



 ９ 

 

文芸 

部門 

第
一
席 陽

の
当
た
る
床
に
一
歩
を
踏
み
出
せ
ば 

足
の
甲
に
も
春
の
温
も
り 

旭
川
刑
務
所 

Ｙ
・
Ｈ 

第
二
席 

 
 

 

廃
校
の
庭
に
並
ん
だ
桜
木
が 

 
 

 
 

 

今
年
も
咲
い
た
と
姉
の
便
り
に 

札
幌
刑
務
所 

Ｉ
・
Ｔ 

第
三
席 

夕
方
の
ニ
ュ
ー
ス
が
告
げ
る
感
染
者 

 

わ
が
故
郷
の
数
字
を
日
々
追
う 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｔ
・
Ｈ 

 
 

 

 

第
一
席 

季
節
は
春
、
北
国
で
は
長
い
冬
の
の
ち
に

や
っ
て
く
る
日
差
し
が
春
め
い
て
く
る
と
心
に
も
希
望
が

満
ち
て
く
る
。
陽
の
当
た
る
方
へ
歩
め
ば
、
陽
の
光
は
足

の
甲
に
も
当
た
り
、
お
の
ず
と
温
め
て
く
れ
る
。
心
も
光

あ
る
方
へ
歩
め
ば
、
そ
の
光
が
心
に
温
も
り
を
与
え
て
く

れ
る
。 

 

第
二
席 

お
姉
さ
ん
か
ら
の
便
り
の
内
容
が
簡
潔
に
詠

わ
れ
て
い
る
。
廃
校
は
か
つ
て
作
者
が
通
っ
て
い
た
学
校

で
あ
ろ
う
か
。
寂
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
学
校
の
庭
に
、

自
然
の
摂
理
の
中
で
変
わ
る
こ
と
な
く
桜
の
花
は
咲
い
て

い
る
。
そ
の
様
子
を
感
慨
深
く
浮
か
べ
て
い
る
、
し
み
じ

み
と
し
た
歌
で
あ
る
。 

 

第
三
席 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
大
流
行
し
て
、
感

染
者
の
数
が
毎
日
ニ
ュ
ー
ス
で
報
じ
ら
れ
る
。
気
に
な
る

の
は
、
故
郷
の
感
染
者
の
人
数
。
縁
の
あ
る
地
域
の
感
染

者
数
に
目
が
行
く
の
は
と
て
も
良
く
分
か
る
。
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
大
流
行
と
い
う
社
会
の
状
況
を
自
分
に
引
き
付
け

て
、
故
郷
を
思
う
気
持
ち
が
素
直
に
詠
わ
れ
て
い
る
。 

第
一
席 

ど
ん
底
の
真
っ
暗
闇
か
ら
垣
間
見
た 

一
縷
の
光
は
家
族
の
笑
顔 

北
海
少
年
院 

Ｙ
・
Ｓ 

第
二
席 

 

故
郷
で
過
ご
し
た
時
と
潮
の
香
を 

 
 

 

思
い
出
し
て
は
た
だ
い
と
お
し
む 

北
海
少
年
院 

Ｓ
・
Ｙ 

第
三
席 

 

該
当
な
し 

  
 

第
一
席 

自
分
の
今
の
境
遇
は
ど
ん
底
の

真
っ
暗
闇
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ど
ん
な

闇
も
開
け
る
し
、
闇
の
中
に
あ
っ
て
も
必
ず
光

は
射
し
て
い
る
。
作
者
に
と
っ
て
の
一
縷
の
光

は
家
族
の
笑
顔
で
あ
る
こ
と
が
素
直
に
詠
わ
れ

て
い
る
。
家
族
の
笑
顔
に
支
え
ら
れ
て
、
こ
れ

か
ら
光
あ
る
道
を
歩
ん
で
行
け
る
だ
ろ
う
。 

 

第
二
席 

故
郷
を
思
う
と
潮
の
香
り
も
思
い

出
さ
れ
る
。
故
郷
を
懐
か
し
み
大
切
な
場
所
で

あ
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
宝
物
の
よ
う
に

思
え
る
故
郷
が
あ
る
の
は
幸
せ
な
こ
と
。
今
は

辛
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
故
郷
を
い
と
お
し

み
、
そ
し
て
思
い
出
す
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
先

を
歩
ん
で
い
く
力
が
得
ら
れ
る
と
思
う
。 

 
 

 
 

総
評 

【
短
歌
（
成
人
の
部
）
】 

 

す
ば
ら
し
い
作
品
が
並
ん
で
お
り
、
選
歌
が
と

て
も
大
変
で
し
た
。
ど
の
作
品
か
ら
も
心
の
声
が

聞
こ
え
て
き
ま
す
。
家
族
を
思
う
歌
、
自
ら
の
来

し
方
を
省
み
る
歌
。
今
の
境
遇
に
あ
る
が
ゆ
え
に

生
ま
れ
た
歌
。
そ
の
中
で
の
気
づ
き
が
表
現
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
日
常
の
暮
ら
し
の

中
か
ら
、
自
分
の
暮
ら
し
だ
け
で
は
な
く
、
広
く

社
会
や
移
り
変
わ
る
自
然
に
目
を
向
け
て
い
る
こ

と
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
短
歌
を
作
る
こ
と
で
、

自
分
自
身
を
客
観
的
に
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る

し
、
ま
た
、
辛
さ
か
ら
救
わ
れ
る
と
き
も
あ
り
ま

す
。
難
し
い
言
葉
を
使
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
自
分
の
心
を
、
自
分
の
言
葉
で
三
十
一
文
字

と
い
う
定
型
の
中
に
表
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
定

型
で
あ
る
こ
と
が
表
現
を
助
け
て
く
れ
ま
す
し
、

今
で
な
く
て
は
表
せ
な
い
心
の
軌
跡
を
残
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

【
短
歌
（
少
年
の
部
）
】 

 

若
者
た
ち
の
間
で
は
「
ツ
イ
ッ
タ
ー
短
歌
」
が

流
行
り
、
ネ
ッ
ト
上
に
は
短
歌
を
投
稿
で
き
る
サ

イ
ト
が
登
場
し
、
形
式
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な

作
品
が
多
い
と
の
こ
と
で
す
。
短
歌
と
い
う
と
古

典
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
意
外

に
三
十
一
文
字
と
い
う
定
型
に
助
け
ら
れ
て
、
身

近
な
こ
と
を
日
頃
使
っ
て
い
る
言
葉
で
自
由
に

詠
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
年
の
作
品
に

も
、
家
族
の
こ
と
を
思
い
、
自
分
の
気
持
ち
を
そ

の
ま
ま
素
直
に
表
現
し
て
い
る
作
品
が
見
受
け
ら

れ
ま
し
た
。
時
に
は
辛
く
て
夢
の
中
に
羽
ば
た
き

た
く
な
る
と
い
う
気
持
ち
も
伝
わ
っ
て
き
ま
し

た
。
若
い
と
き
か
ら
触
れ
て
い
る
と
、
短
歌
は

ず
っ
と
心
の
友
と
し
て
寄
り
添
っ
て
く
れ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
、
若
い
時
で
な
け
れ
ば
作
れ
な

い
短
歌
も
あ
り
ま
す
。
五
句
三
十
一
文
字
の
中

に
、
是
非
自
分
の
言
葉
で
自
分
の
心
を
表
現
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。 

短歌 

（成人の部・少年の部） 

成 

人 

の 

部 

少 

年 

の 

部 



１０  

 

第
一
席 

大
空
に
一
礼
を
し
て
初
詣 

札
幌
刑
務
所 

Ｋ
・
Ｙ 

 

第
二
席 草

毟 む
し

る
指
に
知
ら
な
い
虫
が
来
て 

網
走
刑
務
所 

Ｗ
・
Ｋ 

 

第
三
席 

十
六
夜

い

ざ

よ

い

や
ち
ら
り
と
の
ぞ
く
腕
時
計 

函
館
少
年
刑
務
所 
Ｋ
・
Ｙ 

 
 

 

第
一
席 

な
ん
と
清
々
し
い
句
だ
ろ
う
か
‼
大
空

に
一
礼
で
あ
る
の
で
、
神
域
に
入
る
前
、
鳥
居
を

潜
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
手
水
舎
で
身
を
清
め
神

殿
へ
進
む
ま
で
の
姿
が
見
え
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
早
く

治
ま
る
こ
と
を
祈
り
た
い
。 

 

第
二
席 

雑
草
が
次
々
と
伸
び
る
。
大
き
な
田
畑

で
無
く
、
手
で
毟
る
庭
う
ち
の
作
業
だ
。
暑
さ
を
凌

ぎ
乍
ら
嫌
い
な
虫
に
も
耐
え
て
頑
張
る
姿
。 

 

第
三
席 

一
日
違
い
の
満
月
か
ら
過
ぎ
た
時
間
が

気
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
知
ら
れ
な
い
様
に
腕
時
計

を
覗
き
見
る
。
次
の
予
定
が
あ
る
の
か
？
そ
れ
程
の

風
流
人
で
も
な
い
の
か
？ 

第
一
席 

言
う
ほ
ど
に
遅
く
は
な
い
な 

か
た
つ
む
り 

帯
広
少
年
院 

Ｋ
・
Ｒ 

 

第
二
席 

め
い
っ
こ
の
ラ
ン
ド
セ
ル
見
て 

も
う
春
か
い 

北
海
少
年
院 

Ｍ
・
Ｇ 

 

第
三
席 

 
 

 

懐
か
し
き 

 
 

 
 

お
風
呂
上
が
り
の
天
瓜
粉

て
ん
か
ふ
ん 

帯
広
少
年
院 

Ｋ
・
Ｒ 

 
 

 

第
一
席 

で
ん
で
ん
虫
の
意
外
と
早
い
移
動
を
詠
む
。

反
省
を
含
め
、
自
身
と
比
べ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 

第
二
席 
姪
っ
子
が
早
く
も
一
年
生
と
な
る
。
ラ
ン
ド

セ
ル
は
自
分
か
ら
の
贈
物
か
も
知
れ
な
い
。
「
光
陰
矢
の

如
し
」
姪
っ
子
に
向
け
る
優
し
い
思
い
や
り
。 

 

第
三
席 

子
供
の
頃
は
よ
く
天
瓜
粉
を
振
っ
て
い
た
。

自
分
は
男
な
の
で
、
見
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
母
も
妹
も

天
瓜
粉
を
つ
け
て
い
た
の
を
懐
か
し
む
。 

総
評 

【
俳
句
（
成
人
の
部
）
】 

 

平
凡
な
生
活
を
詠
む
句

に
佳
句
が
見
ら
れ
た
こ
と

は
好
ま
し
く
思
っ
た
。
何

時
も
云
う
こ
と
だ
が
、
勤

め
を
終
え
、
世
間
に
出
て

か
ら
も
自
慢
出
来
る
様
な

作
品
を
詠
ん
で
欲
し
い
。

獄
窓
と
か
獄
塀
の
入
っ
た

作
品
は
あ
え
て
採
ら
な

か
っ
た
。 

【
俳
句
（
少
年
の
部
）
】 

 

出
品
者
と
作
品
数
が
少

な
く
同
作
者
を
選
ば
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
各
施
設

で
も
っ
と
協
力
し
て
欲
し

い
。 

俳句 

（成人の部・少年の部） 

入賞作品展（短歌・俳句） の様子 

成 

人 

の 

部 

少 

年 

の 

部 



 １１ 

 

第
一
席
（
成
人
の
部
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
花
の
一
生
」 

 
 

 
 

 
 

札
幌
刑
務
支
所 

Ｓ
・
Ｙ 

 

花
を
愛
し
た
母
の
供
養
の
た
め
生
花
を
購
入
し
た 

偶
然
に
も
今
月
は
母
が
一
番
好
き
だ
っ
た 

ゆ
り
の

花
で
し
た 

殺
風
景
な
部
屋
に
色
を
添
え 

湿
気
臭
さ
ま
で
吸
収

し
て
く
れ
る
か
の
よ
う
に
香
り
を
放
ち 

心
地
良
く

私
を
迎
え
待
っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で 

癒
さ
れ
ま
す 

病
床
生
活
が
長
く
、
人
と
の
触
れ
合
い
も
少
な
く

な
っ
た
母
が 
花
に
水
を
や
り
な
が
ら 

話
し
か
け

て
い
た
気
持
ち
が
痛
い
程
伝
わ
っ
て
来
て 

い
つ
し

か
私
も
花
と
の
対
話
を
楽
し
ん
で
い
る 

居
室
に
届
い
た
時
蕾
だ
っ
た
の
が 

丁
度
母
の
命
日

の
朝
開
き
始
め 

僅
か
な
明
か
り
の
中
で 

や
っ
と

夕
方
迄
に
全
開
し
て 

そ
れ
は
そ
れ
は
感
動
的
な
瞬

間
で
し
た 

一
つ
の
花
を
こ
ん
な
に
も
じ
っ
く
り
と
観
察
し
た
の

も
初
め
て
で 

見
て
喜
び 

香
り
に
救
わ
れ 
育
て

る
張
り
に
も
な
っ
て 

動
き
変
化
の
少
な
い
生
活
の

中
で 

命
あ
る
も
の
が
あ
る
と 

こ
ん
な
に
も
心
を

和
ま
せ
て
く
れ
る
も
の
か･･･ 

花
か
ら
生
命
力 

気
持
ち
一
杯
の
喜
び 

安
ら
ぎ 

潤
い
を
頂
き
ま
し
た 

そ
の
後
ち
ょ
っ
と
ず
つ
散
っ
て 

今
は
萎
れ
か
か
っ

た
花
弁
一
つ
と 

陽
が
当
た
ら
な
い
の
で
茶
に
染

ま
っ
た
葉
が 

や
っ
と
付
い
て
い
る
と
い
う
様
相
で

す
が 

床
上
の
バ
ケ
ツ
の
中
で
育
ま
れ 

ど
ん
な
状

況 

状
態
の
中
で
も
ゆ
り
は
ゆ
り
の
尊
厳
を
持
っ
て 

気
高
く
花
開
か
せ 

美
し
く
精
一
杯
咲
き
誇
り 

健

気
に
散
っ
て
い
く 

そ
の
姿
に 

力
強
く
生
き
抜
く

事
の
尊
さ
を
教
え
ら
れ
ま
し
た･･･

私
も
こ
の
よ
う
で

あ
り
た
い
！ 

そ
れ
迄
の
精
神
に
は
程
遠
い
自
分
で
す
が
、
縁
が

あ
っ
て
私
の
部
屋
で
見
事
に
咲
き 

散
っ
て
い
っ
た 

一
輪
の
花 

限
ら
れ
た
命
の
時
間
を 

一
時
で
も
共
に
過
ご
し 

生
き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー 

指
針
ま
で
与
え
て
く
れ
た
か

の
よ
う
に 

母
の
姿
と
重
な
っ
て 

私
の
心
の
中
に

住
み
続
け
て
い
ま
す 

詩 

（成人の部・少年の部） 

第
二
席
（
成
人
の
部
） 

  
 

 
 

「
幸
福
」 

旭
川
刑
務
所 

Ｋ
・
Ｋ  

夢
も
な
く
、
希
望
も
な
い
暗
闇
を 

た
だ
、
が
む
し
ゃ
ら
に
走
っ
て
き
た 

未
来
の
光
が
全
く
差
さ
ぬ 

こ
の
世
界
で 

何
を
ど
う
し
た
ら
良
い
の
だ
ろ
う
か 

「
頑
張
れ
ば
幸
福
に
な
れ
る
よ
」 

無
責
任
な
上
っ
面
の
言
葉
を
か
け
る
の
は 

も
う
や
め
て
く
れ 

幸
福
っ
て
や
つ
は
一
体
何
な
ん
だ 

頼
む
か
ら
教
え
て
く
れ 

 

何
も
せ
ず
、
た
だ
他
人
を
蔑
ん
で
る
奴
等
よ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

そ
れ
が
幸
福
か 

他
人
に
い
つ
も
胡
麻
擂
っ
て
ば
か
り
の
奴
等
よ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

そ
れ
が
幸
福
か 

虎
の
威
を
借
り
て
満
足
し
て
る
奴
等
よ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
が
幸
福
か 

感
情
的
に
吼
え
ま
く
っ
て
る
奴
等
よ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
が
幸
福
か 

陰
で
コ
ソ
コ
ソ
動
き
回
る
奴
等
よ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
が
幸
福
か 

過
去
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
奴
等
よ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
が
幸
福
か 

 

そ
れ
が
本
当
の
幸
福
っ
て
思
っ
て
る
の
な
ら 

下
ら
な
い
か
ら 

も
う
構
わ
な
い
で
く
れ 

第
三
席 

（
成
人
の
部
） 

  
 

「
母
さ
ん
へ
」 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｈ
・
Ｍ  

小
さ
い
頃
は
い
つ
も
手
を
引
い
て
も
ら
っ

て
い
た
の
に
い
つ
の
間
に
か
そ
の
手
を
拒

み
避
け
て
き
た
。
「
産
ん
で
く
れ
な
ん
て

頼
ん
で
な
い
。
子
供
は
親
を
選
べ
な

い
。
」
勢
い
余
っ
て
言
っ
て
は
い
け
な
い

言
葉
で
あ
な
た
を
何
度
も
傷
付
け
た
。
家

族
の
期
待
に
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
俺
は
家

族
に
も
差
別
や
イ
ジ
メ
を
受
け
て
来
て
自

分
の
居
場
所
な
ん
て
ど
こ
に
も
無
く
て
毎

日
が
辛
く
て
苦
し
く
て
地
獄
で
し
か
な

か
っ
た
。
そ
ん
な
俺
を
助
け
て
く
れ
な

か
っ
た
み
ん
な
を
ず
っ
と
恨
ん
で
復
讐
の

為
に
み
ん
な
を
裏
切
り
、
傷
付
け
て
来
た

の
に
あ
な
た
は
見
捨
て
ず
に
居
て
く
れ

る
。
そ
の
度
に
俺
は
自
分
を
責
め
、
自
分

が
と
こ
と
ん
駄
目
な
人
間
だ
と
痛
感
さ
せ

ら
れ
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
俺
は
自
分
の
改

善
更
生
を
諦
め
て
し
ま
っ
た
。
本
当
に
ご

め
ん
ね
。
バ
カ
な
息
子
で
。
け
ど
今
な
ら

分
か
る
。
俺
が
ど
れ
だ
け
あ
な
た
に
愛
さ

れ
、
救
わ
れ
て
来
た
の
か
が
。
人
の
せ
い 

 

目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
も
の
と
て
限
ら

れ
て
い
る
自
室
に
、
久
し
ぶ
り
に
新
し
い
ゆ

り
の
花
を
飾
っ
た
。
そ
れ
は
愛
す
る
母
の
好

き
な
花
で
し
た
。
花
を
観
賞
す
る
こ
と
を
と

お
し
て
自
身
の
胸
中
に
去
来
す
る
思
い
の
一

つ
一
つ
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
。
お
母
様

の
た
め
に
も
。 

 

幸
福
と
い
う
言
葉
ほ
ど
現
代
人
に

と
っ
て
魅
力
あ
ふ
れ
る
言
葉
は
な
い
く

ら
い
で
す
。
が
、
し
か
し
、
私
の
求
め

る
幸
福
は
人
様
か
ら
の
い
た
だ
き
も
の

で
は
な
い
。
自
身
の
力
で
そ
れ
を
求

め
、
幸
福
に
浸
り
た
い
と
す
る
あ
な

た
。
そ
こ
に
新
し
い
決
意
を
感
じ
ま
し

た
。 

 

様
々
な
こ
と
で
期
待
を
裏
切
り
、
お
母
様
を

傷
付
け
て
し
ま
っ
た
。
弱
い
自
分
、
駄
目
な
自

分
で
し
た
。
今
に
至
り
、
よ
う
や
く
純
化
さ
れ

た
自
分
の
姿
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
の
気
持
ち
は
読
み
手
に
も
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。
お
母
様
へ
の
立
派
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
す
ね
。 

第
一
席 

（
少
年
の
部
） 

  
 

 
 

「
父
さ
ん
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     

帯
広
少
年
院 

Ｓ
・
Ｓ 

 

昔
か
ら
厳
し
く
て 

何
か
あ
る
と
す
ぐ
に
怒
る 

そ
ん
な
父
さ
ん
が
嫌
い
だ
っ
た
。 

そ
ん
な
父
さ
ん
が
言
っ
た 

「
お
前
は
父
さ
ん
の
子
じ
ゃ
な
い
」 

 

あ
の
時
の
一
言
が
今
ま
で
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。 

ど
ん
な
気
持
ち
で
言
っ
た
の
か 

い
く
ら
考
え
て
も
分
か
ら
な
い
。 

 

あ
れ
か
ら
時
は
経
ち 

三
年
前
父
さ
ん
が
倒
れ
た
時 

「
あ
い
つ
は
元
気
で
や
っ
て
い
る
の
か
？ 

 

に
し
て
ず
っ
と
逃
げ
て
来
た
け
ど
「
自
分
な
ん
か

ど
う
せ
駄
目
だ
」
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
自
分
の

弱
さ
が
今
の
駄
目
な
俺
を
作
っ
て
し
ま
っ
て
い
た

と
よ
う
や
く
気
付
い
た
ん
だ
。
こ
ん
な
簡
単
な
事

に
も
気
付
け
ず
に
苦
し
ま
せ
て
ご
め
ん
な
さ
い
。

本
当
は
親
父
も
居
な
く
て
精
神
的
に
も
肉
体
的
に

も
す
ご
く
し
ん
ど
い
は
ず
な
の
に
絶
え
ず
笑
顔
を

見
せ
て
く
れ
る
。
そ
ん
な
あ
な
た
の
優
し
さ
や
強

さ
を
心
か
ら
尊
敬
し
て
る
し
感
謝
し
て
も
し
き
れ

な
い
。
あ
れ
か
ら
ず
っ
と
言
え
な
か
っ
た
け
ど
俺

は
あ
な
た
の
子
供
で
本
当
に
良
か
っ
た
。
一
生
か

け
て
も
恩
返
し
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど

あ
な
た
や
自
分
の
幸
せ
の
為
に
必
ず
立
ち
直
っ
て

み
せ
る
よ
。
俺
を
産
ん
で
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。 

そ
の
存
在
を
追
う
よ
う
に 

焦
ら
ず 

自
然
に

委
ね
ゆ
っ
た
り
と
生
き
て
行
こ
う
！ 

優
し
く
見
守
る
母
の
愛
を
感
じ
な
が
ら･･･ 

俺
は
生
ま
れ
変
わ
る
っ
て
決
め
た
ん
だ 

古
い
価
値
観
は
も
う
い
ら
な
い 

他
人
の
価
値
観
は
も
う
い
ら
な
い 

こ
れ
か
ら
俺
の
幸
福
っ
て
や
つ
を 

築
い
て
い
か
な
き
ゃ
な
い
ん
だ
か
ら
な 
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第
三
席 

（
少
年
の
部
） 

  

「
裸
足
」 

 
 

 
 

紫
明
女
子
学
院 

Ｗ
・
Ｍ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

夜
に
か
か
る
カ
ー
テ
ン
は 

終
わ
り
の
な
い
迷
路
を
写
し
て
い
た 

頭
の
上
を
よ
こ
ぎ
る
雲
に
は 

い
つ
だ
っ
て
は
か
な
い
夢
を
み
る 

本
当
に
求
め
る
も
の
は 

い
つ
だ
っ
て
心
か
ら
消
え
か
か
る 

 

裸
足
で
も
っ
と
立
っ
て 

自
分
は
こ
こ
じ
ゃ
な
い
っ
て 

話
を
も
っ
と
聞
い
て 

前
世
も
厭
わ
な
い
っ
て 

裸
足
で
も
っ
と
立
っ
て 

話
を
も
っ
と
聞
い
て 

 

そ
う
だ
ろ 

そ
う
な
の 

 

心
の
奥
に
秘
め
て
い
た
思
い
、
過
ち
の

重
さ
を
冷
静
に
受
け
止
め
る
心
が
見
事
に

描
か
れ
て
い
ま
す
。
生
ま
れ
た
と
き
か
ら

自
分
の
全
て
を
受
入
れ
、
大
切
に
考
え
て

く
れ
る
母
の
愛
情
と
優
し
さ
。
何
が
あ
ろ

う
と
自
分
を
迷
わ
ず
前
に
進
め
る
意
思
と

準
備
が
整
い
ま
し
た
。 

 
内
面
か
ら
ほ
と
ば
し
る
思
い
が
感
じ

ら

れ

ま

す
。
過

去
、
現

在
、
過

ぎ

た

夢
、
本
当
の
居
場
所
は
、
な
ど
頭
の
中

を
火
花
の
よ
う
に
思
い
が
走
り
ま
す
。

そ
れ
が
一
つ
の
魅
力
的
な
表
現
と
な

り
、
結
晶
し
ま
し
た
。
自
分
ら
し
さ
で

あ
り
、
自
分
の
中
か
ら
湧
き
出
る
生
き

る
力
で
す
。
地
に
足
を
着
け
て
自
分
の

存
在
が
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。 

総
評 

【
詩
（
成
人
の
部
）
】 

 

今
年
の
夏
は
暑
さ
も
格
別
。
そ
ん
な
中
で
、
原
稿
用
紙
に
向

か
っ
て
い
る
姿
を
想
像
し
な
が
ら
読
み
ま
し
た
。 

 

こ
こ
ろ
と
言
葉
を
結
ん
で
生
ま
れ
た
も
の
が
、
詩
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
全
く
自
分
だ
け
に
宿
る
、
唯
一
自
分
だ
け
の

営
み
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
営
み
を
大
切
に

し
て
く
だ
さ
い
。
凝
縮
し
た
言
葉
を
自
在
に
使
っ
て
の
自
己
表

現
。
そ
れ
は
詩
創
作
の
原
点
で
す
。
今
後
と
も
続
け
て
く
だ
さ

い
。 

【
詩
（
少
年
の
部
）
】 

 

各
作
品
か
ら
、
作
者
の
個
性
と
思
い
が
心
に
響
い
て
き
ま
し

た
。
思
い
が
、
飾
り
を
落
と
し
、
素
直
で
大
胆
な
表
現
を
得
て
、

心
に
訴
え
て
き
ま
し
た
。
作
品
の
奥
に
あ
る
声
に
、
耳
を
澄
ま
さ

ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
良
い
作
品
に
出
会
え
た
喜
び
を

覚
え
ま
し
た
。 

 

個
性
と
は
、
一
人
一
人
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
、
物
語
の
中
に
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
日
本
の
作
家
が
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答

え
て
「
自
分
が
作
品
を
書
く
の
は
人
と
つ
な
が
り
た
い
か
ら

だ
。
」
と
述
べ
て
い
ま
し
た
。 

 

研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
言
葉
は
、
深
い
と
こ
ろ
で
人
の
懐
に
飛
び
込

み
、
意
図
せ
ず
と
も
共
感
を
得
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
言
葉
が
研

ぎ
澄
ま
さ
れ
る
た
め
に
は
、
自
分
と
向
き
合
う
こ
と
と
、
世
界
の

何
か
と
つ
な
が
る
こ
と
と
、
そ
の
両
方
が
必
要
で
す
。 

 

自
分
と
向
き
合
い
、
言
葉
と
向
き
合
う
こ
と
は
ど
ち
ら
も
苦
し

い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
詩
を
書
く
行
為
は
、
緊
張
感
の
一
方

で
、
自
分
を
解
放
さ
せ
る
力
が
あ
り
ま
す
。
詩
を
書
く
こ
と
が
楽

し
い
な
ら
ば
、
大
い
に
書
く
べ
き
で
す
。
書
く
う
ち
に
、
普
段
隠

れ
て
い
た
自
分
が
、
正
直
な
自
分
の
思
い
や
願
い
、
あ
る
い
は
祈

り
が
、
表
現
を
得
て
、
純
粋
な
姿
で
そ
こ
に
現
れ
ま
す
。
自
分
が

納
得
す
る
表
現
を
得
る
た
め
に
、
言
葉
を
選
び
、
探
す
営
み
は
、

苦
し
い
作
業
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
生
ま
れ
出
た
作
品

は
、
実
に
か
わ
い
い
も
の
で
す
。 

 

詩
を
書
く
行
為
、
書
き
た
い
と
い
う
思
い
そ
の
も
の
が
、
一
つ

の
か
け
が
え
の
な
い
個
性
で
す
。
詩
を
書
く
こ
と
を
楽
し
み
、
書

く
こ
と
で
新
し
い
自
分
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
未

来
の
自
分
を
支
え
る
確
か
な
手
段
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

 

第
二
席 

（
少
年
の
部
） 

  
 

 
 

 

「
母
さ
ん
の
子 

」 

 
 

 
 

                           

北
海
少
年
院 

Ｈ
・
Ｈ 

  

誰
で
も
い
い
か
ら 

僕
を
必
要
と
し
て
欲
し
か
っ
た 

 

何
で
も
い
い
か
ら 

僕
の
「
役
割
」
が
欲
し
か
っ
た 

 
 

 

 

世
界
中
の
誰
に
も
求
め
ら
れ
て
い
な
い
気
が
し
て 

 

世
界
中
か
ら
「
い
ら
な
い
」
っ
て 

言
わ
れ
て
い
る
気 

   

が 

し
て 

  

必
死
で
自
分
の
「
役
割
」
を
探
し
た 

 

必
死
で
僕
の
生
き
る
場
所
を
探
し
た 

  

気
が
つ
い
た
ら 

僕
は
東
京
に
い
た 

 

そ
し
て 

ま
た
気
が
つ
い
た
ら 

鉄
格
子
の
中
に
い
た 

  

僕
は
「
使
い
捨
て
」
だ
っ
た
ん
だ 

 

で
も 

嬉
し
か
っ
た 

 
 

「
君
は
セ
ン
ス
あ
る
よ
」 

「
君
さ
え
い
れ
ば
」 

   

あ
い
つ
は
俺
の
子
だ
か
ら 

バ
カ
だ
け
ど
か
わ
い
か
っ
た 

死
ぬ
ま
で
に
も
う
一
度
会
い
た
い
な
」 

そ
ん
な
言
葉
を
母
か
ら
聞
い
た
。 

一
生
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
言
葉
。 

本
当
に
嬉
し
か
っ
た
。 

初
め
て
父
さ
ん
の
こ
と
で
涙
を
流
し
た
。 

あ
の
日
か
ら
、
今
で
も
ず
っ
と 

あ
の
言
葉
と
父
さ
ん
は 

僕
の
一
生
の
宝
物 

 

「
父
さ
ん 

 
 

 

あ
り
が
と
う
」 

 

作
者
の
真
っ
直
ぐ
な
思
い
が
伝
わ
っ
て
き
ま

す
。
か
つ
て
父
の
一
言
で
思
い
悩
ん
だ
こ
と
、
母

か
ら
聞
い
た
３
年
前
の
病
床
の
父
の
言
葉
が
宝
物

に
な
っ
た
こ
と
。
親
と
子
の
深
い
と
こ
ろ
で
の
交

流
の
記
憶
は
こ
れ
か
ら
の
自
分
を
支
え
る
か
け
が

え
の
な
い
宝
で
す
。 

そ
ん
な
事 

今
ま
で
誰
も
言
っ
て
く
れ
な
か
っ
た 

夢
の
よ
う
だ
っ
た 

 

「
僕
は
こ
こ
に
い
て
い
い
ん
だ
」 

「
僕
も
生
き
て
い
て
い
い
ん
だ
」 

 

心
か
ら
そ
う
思
え
た 

 

だ
か
ら
頑
張
っ
た 

そ
の
人
た
ち
の
た
め
に
頑
張
っ
た
の
に 

 

で
も 

僕
は
気
づ
い
た 

「
必
要
と
さ
れ
た
い
」 

そ
う
言
い
な
が
ら 

あ
の
時
の
僕
は 

「
必
要
と
さ
れ
る
人
間
」
に
な
ろ
う
と 

何
一
つ
努
力
し
て
い
な
か
っ
た 

 
 で

も 

そ
ん
な 

あ
り
の
ま
ま
の
僕
を 

母
は 

必
要
と
し
て
く
れ
た 

 
 最

初
か
ら 
生
ま
れ
た
時
か
ら 

い
や 

生
ま
れ

る
前
か
ら 

僕
は 

必
要
と
さ
れ
て
い
た
ん
だ 

 

僕
は
「
受
け
子
」
だ
っ
た 

で
も
「
母
さ
ん
の
子
」
だ
っ
た
ん
だ 

 

大
切
な
こ
と
に
気
づ
け
た 

僕
は 

世
界
に
一
人
し
か
い
な
い
ん
だ 

母
が
く
れ
た
こ
の
命
は 

世
界
に
た
っ
た
一
つ
し

か
な
い
ん
だ 

 
 

 

今
ま
で
の
よ
う
な 

自
信
の
な
い 

弱
い
自
分
か
ら
抜
け
出
し 

社
会
か
ら
求
め
ら
れ
る
人
に 

大
切
な
人
を
幸
せ
に
で
き
る
人
に 

誰
も
犠
牲
に
せ
ず 

人
の
役
に
立
て
る 

強
く
優

し
い
人
に 

 

そ
し
て 

 

母
に
恩
返
し
が
で
き
る 

立
派
な
大
人
に 

僕
は 

な
り
た
い 
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随筆（成人の部） 

 作  者 タイトル 講   評 

第一席 
札幌拘置支所 

Ｉ・Y 
贖罪（食材） 

 苦行を通して，真理を得ようと努めた釈迦は，村の娘  ス

ジャータの献げる乳粥の供養を受け，やがて悟りの座へ向かった

と言われています。毎日，同胞に食事を供する仕事はご苦労なこ

とも多々あろうかと思いますが，私たちの生活はここから始まる

のですね。お母様と食卓を共にする場面を想像しています。 

第二席 
網走刑務所 

Ｙ・Ｋ 
たんぽぽが先生 

 春の到来を真っ先に知らせる草花。それは福寿草であり，菊の

花にも似たたんぽぽですね。飽かず眺め見ているうちに，美しさ

は勿論，花の生命力，強さにいたく感動。花に寄せる謝念の気持

ちがしっかり述べられております。 

第三席 
札幌刑務支所 

Ｓ・Ｙ 
誤ちは，もう再び 

 あなたの文章を読み，私は正直つらかった。言葉を探すのに苦

労しました。・・・そこで，大好きだった父君を幼い頃目の前で

亡くされた後，修道女の道を歩まれた渡辺和子さんの言葉を用意

しました。「挫折のない人生はない，挫折は自分を考え直すチャ

ンスだ」と。あなただけの道を着実に歩まれることを願っており

ます。 

 今年の夏は，暑さも格別，いまだに収束をみないコロナのこともあり，そんな中で原稿用紙に向かっている姿を

想像しながら読みました。 

 率直に申しますと，個々各々の作品の水準が高くなっているとの印象を持ちました。具体的に申しますと，構

成・組立てにそれを感じます。また，叙述過程では，情景描写に自身の心情を加えて内容を膨らます等，表現技術

に工夫がみられ，内容が豊かになっているとの印象を持ちました。 

読書感想文（成人の部） 

 作  者 タイトル 講   評 

第一席 
札幌刑務支所 

Ｉ・Ｃ 
『白い巨塔』 

 この小説に描かれている登場人物のイメージは実に様々で

す。大学病院を舞台に，医学部教授たちの野望を中心に，医学

界の病巣を鋭く描いたこの作品は，小説界から，そして一時は

映画やテレビにも取り上げられました。人物一人一人を読み取

り，得た感想が巧みな筆致で記述されています。 

第二席 
函館少年刑務所 

Ｙ・Ｅ 

『奇跡のリンゴ』 

を読んで 

 これからの時代はパソコンやデジタル等，電子機能が一層進

歩し，それに依存することも，より盛んになっていくでしょ

う。しかし，土からの成果，収穫物を楽しむ農業において，そ

れはどうでしょう。リンゴ農家の姿を紹介しながら，あなた自

ら，改めて農業に携わろうとする強い決意が伝わってきます。 

第三席 
札幌刑務支所 

Ｈ・Ａ 

『女たちの 

シベリア抑留』 

 今次大戦では，６０万余の旧日本軍兵士等がシベリアに抑留

されました。その中に女性の人達もいたこと，酷寒の地で筆舌

に尽くし難いご苦労をされた実態など，ほとんど知らされては

いません。その実態を知り，広く関心を持ってほしいと取り上

げたあなたに謝意を申し述べたい。 

 この分野の基本は，申すまでもなく本です。手にした本を読んで，その本の感想を書くということです。しかし，

どんな本でも感想文が書けるかというと，それは難しい。感想がわいてくる本，感想を書くのに向いている本という

ことで，内容的にも共感できる，心が広がる，心がゆすぶられる等で，選書が大切です。 

 今回の応募作品の中にも，唯今のねらいに該当する文章の幾つかに接することが出来ました。 
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 作  者 タイトル 講   評 

第一席 
北海少年院 

Ｈ・Ｈ 
夢 

 担任の先生の言葉をきっかけに，じっくりと被害者の心の消

えない傷を想像し，受け止めることのできるようになってきた

自分が表現されています。また，過ちに至った自分の心を振り

返り，これからどう生きるべきかを真剣に考える姿が感じられ

ました。これまで学んだことを自分や他の人のために生かそう

とする自分，新しい自分づくりに向かっての歩みが始まりまし

た。 

第二席 
北海少年院 

Ｓ・Ｋ 
許せないこと 

 被害者の心の深い傷を思いやり，やりきれない思いなど，性

犯罪への率直な怒りが伝わってきます。また，犯罪の悪質さ，

多様性，被害者の人生への深刻な影響など，広い視点で考察

し，性犯罪の重大性を強く訴えています。広い視点からの考察

が，自分の生き方を客観的に見つめ，かけがえのない自分の人

生を考える大事な機会となりました。 

第三席 
北海少年院 

Ｓ・Ｋ 

マインドフルネスと

出会ってから 

 「マインドフルネス」との出会いと体験，自分の中の変化

が，確かな実感とともに紹介されています。また，そのことで

の驚きと喜びが伝わってきます。自分の内面を高め，コント

ロールすることで，周囲に惑わされない前向きで力強い心を備

えた自分へと成長しようとする意思と手応えが感じられます。 

 今回の応募作品に共通していたことは，「内に向ける目」と「外に向ける目」の両方が感じられたことです。内

に向ける目とは，自分を見つめる目です。外に向ける目とは，他の人の心や社会に向ける目です。これまで，この

文芸コンクールでは，どちらかというと，「内に向ける目」の作品が多い傾向にありました。しかし，今回は，ど

の作品からも両方の目が感じられました。 

 自分の心を見つめることも，他の人の心を想像することも，決して簡単ではありません。しかし，各作品それぞ

れ，深い内省をとおして，時間をかけて自分を振り返っており，その言葉からは深い後悔やお世話になった方への

感謝，素直で正直な思いなどが読み取れました。また，他の人の身になって，その人の心の内側を真剣に想像して

いる作品もありました。さらに，規則についてや今後の自分の生き方を伸び伸びと考察し，展開している作品もあ

りました。すべて，書き手にとって，自分を磨く大切な時間であったと感じました。 

 作品を読みながら，「内に向ける目」と「外に向ける目」の両方が行ったり来たりすることで，自分を正確に捉

え直し，自分を成長させたりできるのだと思いました。 

 さて，生きるとは，信じた道をひたすら進むばかりでなく，時々，その道が正しいかどうかを振り返ることが大

事だと言われています。人生は，小さな選択の連続です。新しい自分づくりにおいても大切な選択をする場面が訪

れます。 

 その時，自分を正しく見つめる目と広く人や社会を考える目，深く考える力が必要になります。「書くこと」

は，もう一人の自分が今の自分を見つめることで，心と知恵と勇気を鍛えてくれる確かな方法だと考えます。 

作文（少年の部） 

 毎年冬に開催している作品展

では，各部門の第一席から第三

席までの入賞作品を展示しま

す。詳細は法務省ホームページ

内の「札幌矯正管区フロントペー

ジ」に掲載します。 

札幌矯正管区フロントページ 

【札幌矯正管区フロントページ】 
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