
   

 

どさんこ 
 

  第６２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 

『 

春
待
つ
里
郷 

』 

旭
川
刑
務
所 

Ｉ
・
Ｙ 

 

細
か
な
筆
跡
で
画
面
の

隅
々
ま
で
丹
念
に
描
い
て
い

る
力
作
で
す
。
画
面
下
の
雪

の
白
さ
と
画
面
上
部
の
沢
の

木
々
の
色
が
対
比
さ
れ
、
調

和
の
と
れ
た
色
調
で
巧
み
に

表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。 

写生画 第二席 

『 

窓
辺
で
手
紙
を
読
む
女 

』 

 
 

 
 

札
幌
刑
務
所 

Ｋ
・
Ｓ 

 

リ
ン
ゴ
を
力
強
く
表
現
し
て
い

ま
す
。
美
し
い
色
彩
で
は
な
い
が

絵
全
体
を
そ
れ
ぞ
れ
の
色
調
で
程

良
く
調
和
さ
れ
て
お
り
、
表
現
の

意
図
が
明
確
に
伝
わ
っ
て
く
る
作

品
で
す
。 

写生画 第三席 

『 

雪
の
白
川
郷 

』 

 

月
形
刑
務
所 

Ｓ
・
Ｈ 

 

雪
の
白
川
郷
の
雰
囲

気
が
伝
わ
っ
て
く
る
作

品
で
す
。
全
体
を
淡
い

色
調
で
統
一
し
、
静
か

な
る
空
気
感
が
画
面
か

ら
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

美術部門 

1 



２  

 

総
評 

【
写
生
画
（
成
人
の
部
）
】 

 

写
生
画
は
静
物
や
風
景
等
を
よ
く
観
察
し
、
画

面
に
写
し
取
る
絵
画
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
も

の
を
描
く
人
が
感
じ
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
表
現

す
る
か
が
描
く
時
の
工
夫
や
描
写
力
に
よ
っ
て
独

自
の
絵
と
な
り
ま
す
。
入
賞
し
た
作
品
は
、
写
生

画
本
来
の
目
的
の
上
に
描
い
た
意
図
が
強
く
伝

わ
っ
て
く
る
作
品
を
選
び
ま
し
た
。 

【
自
由
画
（
成
人
の
部
）
】 

 

今
回
入
賞
し
た
作
品
は
ど
れ
も
素
晴
ら
し
い
作

品
で
し
た
が
、
惜
し
く
も
入
賞
し
な
か
っ
た
作
品

の
中
に
も
、
甲
乙
つ
け
が
た
い
素
晴
ら
し
い
作
品

が
多
く
あ
り
ま
し
た
。 

 

絵
画
に
は
観
る
人
を
引
き
付
け
る
魅
力
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
描
写
力
や
発
想
力
が

必
要
と
さ
れ
ま
す
。
一
般
的
に
上
手
な
絵
で
も
、

他
人
の
模
倣
や
マ
ン
ネ
リ
化
し
た
作
品
は
魅
力
を

失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
新
し
い
発
想
と
優
れ
た
技

術
力
で
観
る
人
に
感
動
を
与
え
る
作
品
が
期
待
さ

れ
ま
す
。
今
回
は
そ
の
よ
う
な
視
点
で
審
査
し
ま

し
た
。 

【
絵
画
（
少
年
の
部
）
】 

 

応
募
作
品
が
少
な
く
残
念
な
気
も
し
ま
し
た

が
、
出
品
者
数
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
少
年
院

に
入
る
人
が
減
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
良
い

こ
と
な
の
か
な
と
思
い
な
が
ら
審
査
し
ま
し
た
。 

 

身
の
周
り
に
あ
る
も
の
を
素
直
な
気
持
ち
で
描

い
た
作
品
や
、
時
間
を
掛
け
て
丁
寧
に
描
い
て
い

る
作
品
を
選
び
ま
し
た
。 

絵画 第一席 

『 

無
題 

』 

 
 

 

北
海
少
年
院 

Ｏ
・
Ｓ 

 

果
物
の
み
ず
み
ず
し
い
感
じ

を
明
る
い
色
彩
で
表
現
し
て
い

ま
す
。
果
物
の
配
置
が
横
並
び

で
変
化
が
な
い
の
が
少
々
残
念

で
す
。
ま
た
、
背
景
の
表
現
に

も
一
工
夫
あ
る
と
、
さ
ら
に
良

い
作
品
に
な
り
ま
し
た
。 

絵画 第三席 

『 

無
題 

』 

北
海
少
年
院 

Ｔ
・
Ｔ 

 

安
定
し
た
構
図

で
描
か
れ
て
い
ま

す
。
リ
ン
ゴ
の
表

現
は
う
ま
く
で
き

て
い
ま
す
が
、
中

央

の

ボ

ト

ル

は

も
っ
と
明
暗
や
立

体
感
を
表
現
し
て

欲
し
い
と
思
い
ま

す
。 

絵画 

第二席 

『 

Ｂ
ｉ
ｒ
ｄ 

』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

紫
明
女
子
学
院 

Ｋ
・
Ｄ 

 

鳥
を
主
題
に
、
鉛
筆
の
濃
淡
を
生
か
し
、
鳥
や
植

物
を
緻
密
に
表
現
し
て
い
ま
す
。
細
部
ま
で
丁
寧
な

描
写
に
好
感
が
持
て
ま
す
。 



 ３ 

 

自由画 第一席 

『 

水
の
あ
る
風
景 

渓
谷 

』 

 

旭
川
刑
務
所 

Ｓ
・
Ｎ 

 

絵
の
構
図
が
斬
新
で
、
色

彩
も
力
強
く
強
調
さ
れ
た
作

品
で
す
。
岩
肌
の
表
現
と
若

葉
の
色
彩
も
マ
ッ
チ
し
て
お

り
、
水
の
流
れ
の
変
化
も
良

く
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
手

前
の
木
の
枝
の
細
か
な
表
現

も
効
果
的
な
描
写
と
な
っ
て

い
ま
す
。 

自由画 第二席 

『 

桜
舞
う 

』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

旭
川
刑
務
所 

Ａ
・
Ｙ 

 

点
描
で
綿
密
に
描
か
れ
た
努
力
作
で
す
。
花
の
色

や
若
葉
の
色
、
水
の
表
現
が
単
調
な
繰
り
返
し
に

な
っ
た
点
が
惜
し
ま
れ
ま
す
。
絵
に
対
す
る
姿
勢
が

非
常
に
前
向
き
で
あ
る
の
を
感
じ
る
作
品
で
す
。 

自由画 

第三席 

『 

天
空
に
舞
い
鳴
く
迦
陵
頻
伽
と 

 
 

 
 

 
 

 

如
意
輪
観
音
菩
薩
像 

』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

札
幌
刑
務
所 

Ｓ
・
Ｙ 

 

モ
ノ
ク
ロ
で
表
現
し
、
工
夫
さ
れ
た
描
写
が
ユ
ニ
ー

ク
で
す
。
画
面
全
体
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
描
写
し
た
時
の

テ
ク
ニ
ッ
ク
を
感
じ
取
れ
ま
す
。 

入賞作品展（成人の絵画）の様子 



４  

 

写生画（成人の部） 佳作 

 『百獣の王』函館少年刑務所 Ｔ・Ｓ 

写生画（成人の部） 佳作 

 『お昼寝』網走刑務所 Ｋ・Ｍ 

写生画（成人の部） 佳作 

 『空海と三鈷金剛杵伝説』月形刑務所 Ｎ・Ｔ 

写生画（少年の部） 佳作 

 『はじめの一歩』紫明女子学院 Ｔ・Ｋ 

写生画（成人の部） 佳作 

『羽衣天女』月形刑務所 Ｎ・Ｍ 

写生画（成人の部） 佳作 

 『不動龍』札幌刑務所 Ｓ・Ｋ 

自由画（成人の部） 佳作 

 『愛猫ハイポーズ』月形刑務所 Ｋ・Ｓ 



 ５ 

 

書道（成人の部）第一席 

『 

風
信
帖 

』 

札
幌
刑
務
所 

Ｍ
・
Ｔ 

 

日
本
の
書
道
史
上
最

高
の
名
作
『
風
信
帖
』

を
一
気
呵
成
に
臨
書
し

た
作
品
で
す
。
三
行
の

文
字
配
置
も
、
強
弱
を

大
切
に
し
た
行
草
体
の

運
筆
も
見
事
で
す
。 

書道（成人の部）第二席 

『 

光
明
皇
后 

楽
毅
論 

』 

札
幌
刑
務
所 

Ｙ
・
Ｈ 

 

奈
良
時
代
公
明
皇
后
が
唐

の
王
義
之
の
「
楽
毅
論
』
を

臨
書
し
た
名
作
で
す
。
皇
后

の
生
気
に
満
ち
た
筆
力
の
強

い
書
風
を
存
分
に
書
き
表
わ

し
た
清
々
し
い
臨
書
作
品
で

す
。
縦
画
の
強
靭
な
線
、
横

画
の
鋭
い
筆
触
と
冴
え
あ
る

筆
力
に
魅
了
さ
れ
ま
す
。 

書道（成人の部）第三席 

『 

ク
ラ
ブ
活
動
の 

 
 

 
 

課
題
と
し
て 

』 

 

月
形
刑
務
所 

Ｋ
・
Ｋ 

 

中
国
南
方
に
あ
る
瀟
湘

の
水
辺
の
景
勝
の
地
に
渡

り
去
っ
て
い
く
雁
の
姿
や

夜
空
の
澄
む
月
を
眺
め
つ

つ
己
の
心
を
対
峙
す
る
詩

の
情
と
が
溶
け
合
い
、

淡
々
と
し
た
お
も
む
き
あ

る
秀
作
で
す
。 

書道部門 



６  

 

書道 

（少年の部） 

第一席 

『 
行
雲
流
水 

』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

帯
広
少
年
院 

Ｙ
・
Ｋ 

 

堂
々
と
落
ち
着
い
た
筆
力
の
あ
る
作
品
で
す
。
楷
書
の

起
筆
、
収
筆
と
を
丁
寧
に
弾
力
を
入
れ
て
、
転
換
し
て
い

く
。
こ
の
「
行
雲
流
水
」
の
語
の
よ
う
に
、
自
然
の
雄
大

さ
を
感
じ
ま
す
。 

総
評 

【
書
道
（
成
人
の
部
）
】 

 

熱
心
か
つ
細
や
か
に
古
典
と
対
話
し
た
臨
書
作
品
が
充
実
し
て
い
ま
し

た
。
半
紙
作
品
も
多
く
な
り
、
日
頃
の
練
習
の
成
果
を
好
ま
し
く
思
い
ま
す

が
、
今
年
も
展
覧
会
の
展
示
を
考
え
て
半
切
作
品
選
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

 

漢
詩
や
和
歌
、
ま
た
自
分
の
言
葉
で
の
書
作
品
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
言
霊
が

宿
っ
て
お
り
、
明
る
く
清
澄
な
気
で
満
た
さ
れ
て
い
ま
す
。
言
葉
の
パ
ワ
ー

に
「
書
の
力
」
を
加
え
て
、
美
し
い
世
界
を
求
め
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 

【
書
道
（
少
年
の
部
）
】 

 

今
年
も
元
気
い
っ
ぱ
い
の
作
品
に
出
合
い
、
楽
し
く
選
定
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
楷
書
作
品
に
集
中
し
て
い
る
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

大
き
な
筆
を
執
っ
て
、
ま
っ
白
な
紙
に
真
向
か
う
時
、
墨
を
入
れ
る
第
一

画
の
緊
張
感
、
戸
惑
い
つ
つ
運
ぶ
折
々
の
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

ま
っ
白
な
紙
面
に
は
、
未
知
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
無
限
な
空

間
を
知
る
の
も
書
の
魅
力
で
す
。 

 書道（少年の部） 

第二席 

『 

月
光
如
水 

』 

 
 

 
 

 

北
海
少
年
院 

Ｉ
・
Ｔ 

 

広
大
な
宇
宙
か
ら
の
澄
み
渡
る

「
月
光
」
の
輝
き
が
存
分
に
感
じ
ら

れ
る
作
品
で
す
。
一
画
一
点
の
力
強

さ
と
右
払
い
に
左
払
い
に
と
潔
く
書

き
ゆ
く
気
迫
に
感
動
で
す
。 

 書道（少年の部） 

第三席 

『 

江
月
千
里 

』 

 
 

 
 

北
海
少
年
院 

Ｔ
・
Ｙ 

 

筆
運
び
に
素
早
さ
は
な
い
け
れ

ど
、
一
画
を
大
切
に
丁
寧
に
形
作

る
素
朴
な
作
品
と
な
り
ま
し
た
。

純
真
な
気
持
ち
で
「
千
里
」
の
充

実
し
た
筆
力
を
活
用
し
て
い
っ
て

く
だ
さ
い
。 

入賞作品展（書道） の様子 



 ７ 

 

ペン書道 

（成人の部） 

第一席 

『 

心 

』 

 
              

 
 

 
 

 
 

 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｔ
・
Ｓ 

 

明
朝
活
字
体
で
同
じ
『
心
』
が
正
確
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま

す
。
配
置
が
良
か
っ
た
の
が
第
一
席
に
選
ば
れ
た
理
由
で
す
。
漢

字
と
仮
名
の
大
き
さ
に
変
化
を
つ
け
て
面
白
く
し
ま
し
た
。 

ペン書道 

部門 

ペン書道（成人の部）第二席 

『 

令
和 

』 

札
幌
刑
務
支
所 

Ｋ
・
Ａ 

 

令
和
が
踊
っ
て
い
る
よ

う
で
楽
し
い
作
品
で
す
。

文
字
の
色
を
少
し
濃
く
す

る
と
、
見
る
人
に
分
か
り

や
す
い
か
と
思
い
ま
す
。

ペ
ン
書
道
の
枠
を
出
て
工

夫
し
て
い
ま
す
。 

ペン書道（成人の部）第三席 

『 

未
来
の
人
生 

』 

帯
広
刑
務
所 

Ｎ
・
Ｋ 

 

罫
線
を
引
い
て
そ
の

中
心
に
詩
を
お
さ
め
ま

し
た
。
大
変
調
和
が
良

い
、
読
み
や
す
い
作
品

で
す
。
文
字
数
が
少
な

く
、
用
紙
が
大
き
い
場

合
、
こ
の
よ
う
に
効
果

的
な
線
を
使
う
こ
と
が

大
事
で
す
。 

入賞作品展（ペン書道） の様子 



８  

 

 ペン書道（少年の部） 

第一席 

『 

無
題
ア
イ
ネ
ク
ラ
イ
ネ 

』 

 
 

 
 

 

紫
明
女
子
学
院 

Ｔ
・
Ｋ 

 
大
き
く
正
確
な
活
字
体
で
、
ひ
と
目
で

一
席
に
決
ま
り
ま
し
た
。
ペ
ン
書
道
の
心

構
え
が
全
部
は
い
っ
て
い
ま
す
。
作
品
と

し
て
発
表
す
る
場
合
、
体
裁
が
良
い
こ
と

が
一
番
大
切
で
す
。 

ペン書道（少年の部）第二席 

『 

宮
沢
賢
治 

』 

 

紫
明
女
子
学
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｙ
・
Ｍ 

 

宮
澤
賢
治
の
長

い
詩
を
読
み
や
す

く
丁
寧
に
書
け
ま

し
た
。
行
間
を
工

夫
し
た
こ
と
が
良

か
っ
た
で
す
。 

ペン書道（少年の部）第三席 

『 

江
雪 

』 

 
 

 
 

北
海
少
年
院 

 
 

 
 

 
 

Ｋ
・
Ｎ 

 

五
言
絶
句
を
整
然
と

書
い
て
い
ま
す
。
た

だ
、
行
間
が
空
き
す
ぎ

て
い
る
の
で
、
用
紙
の

中
ほ
ど
に
文
字
を
書
く

と
、
よ
り
全
体
が
締
ま

り
ま
す
。 

総
評 

【
ペ
ン
書
道
（
成
人
の
部
）
】 

 

工
夫
を
し
て
新
し
い
も
の
に
挑

戦
す
る
作
品
や
、
願
い
や
思
い
が

強
く
感
じ
ら
れ
る
作
品
が
見
ら
れ

ま
し
た
。 

 

作
品
と
し
て
展
示
さ
れ
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
構
成
と
筆
記
具
が

と
て
も
大
切
で
す
。
大
き
な
紙
面

に
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
２
～
３
字
を
大

き
く
書
い
た
り
、
せ
っ
か
く
時
間

を
か
け
て
正
確
な
字
を
書
い
て
も

隙
間
な
く
埋
め
て
し
ま
う
ほ
ど
書

く
の
で
は
な
く
、
調
和
良
く
字
配

り
を
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。 

【
ペ
ン
書
道
（
少
年
の
部
）
】 

 

丁
寧
さ
が
全
部
の
作
品
か
ら
伝

わ
っ
て
き
ま
し
た
。
入
選
さ
れ
た

作
品
は
当
然
で
す
が
、
誤
字
・
脱

字
は
あ
り
ま
せ
ん
。
目
を
引
く
工

夫
さ
れ
た
作
品
で
も
、
間
違
い
が

あ
れ
ば
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
作

品
を
書
く
以
上
、
心
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
「
正
し
い
文

字
」
で
、
そ
の
上
、
字
形
が
整
っ

て
い
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
紙
面

全
体
に
調
和
よ
く
記
入
（
配
置
）

す
る
こ
と
で
、
読
み
易
く
良
い
作

品
と
な
る
で
し
ょ
う
。 

 
 



 ９ 

 

文芸 

部門 

第
一
席 独

房
で 

お
は
よ
う
た
だ
い
ま
声
か
け
る 

網
戸
の
外
の
小
さ
な
ク
モ 

網
走
刑
務
所 

Ｔ
・
Ａ 

第
二
席 ス

カ
ー
ト
の
す
そ
揺
ら
め
く
尾
び
れ
と
し 

 
 

人
波
の
な
か
君
へ
と
泳
ぐ 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｋ
・
Ｔ 

第
三
席 

内
か
ら
は
開
か
ぬ
扉
の
部
屋
に
居
て 

地
震
の
ニ
ュ
ー
ス
息
詰
め
て
聞
く 

札
幌
刑
務
所 

Ｍ
・
Ｔ 

 
 

 

第
一
席 

朝
起
き
て
も
、
業
務
か
ら
戻
っ
て
も
、
独
り

の
部
屋
は
声
を
か
け
る
相
手
が
い
な
い
。
孤
独
を
ま
ぎ
ら

わ
す
相
手
は
、
網
戸
の
外
の
小
さ
な
ク
モ
。
窓
越
し
に
小

さ
な
ク
モ
に
向
か
っ
て
声
を
か
け
る
作
者
の
姿
が
わ
び
し

く
目
に
浮
か
ぶ
。 

 

第
二
席 

人
ご
み
の
中
で
君
を
見
つ
け
た
。
ス
カ
ー
ト

の
裾
を
ひ
る
が
え
し
て
颯
爽
と
前
を
行
く
彼
女
は
、
華
麗

で
ま
る
で
金
魚
の
よ
う
だ
。
追
い
か
け
る
作
者
自
身
も
魚

と
な
っ
て
人
波
の
中
を
泳
ぐ
。
歌
に
動
き
が
あ
る
。
語
調

の
整
っ
た
若
者
の
相
聞
歌
。 

 

第
三
席 

上
句
の
遠
回
し
な
表
現
が
、
拘
束
の
身
の
不

安
を
う
ま
く
表
現
し
て
、
地
震
の
ニ
ュ
ー
ス
に
怯
え
る
様

子
が
如
実
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
切
迫
感
の
漂
う
手
馴
れ
た

一
首
。 

第
一
席 「

当
た
り
前
」
そ
う
思
っ
て
た
毎
日
が 

「
幸
せ
」
だ
っ
た
と
初
め
て
気
付
く 

北
海
少
年
院 

Ｋ
・
Ｎ 

第
二
席 窓

開
け
て 

背
伸
び
と
共
に
夏
を
嗅
ぐ 

滲
む
涙
と
緑
の
香
り 

北
海
少
年
院 

Ｈ
・
Ｈ 

第
三
席 ブ

ー
ケ
ト
ス 

誰
も
が
欲
し
手
を
の
ば
す 

あ
れ
か
ら
五
年
い
ま
だ
独
身 

紫
明
女
子
学
院 

Ｙ
・
Ｍ 

 
 

 

第
一
席 

幸
せ
は
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
気
づ
く
も
の

だ
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
あ
あ
、
あ
の
時
が
幸
せ
だ
っ

た
の
だ
と
思
う
。
当
り
前
と
思
っ
て
い
た
あ
の
日
常

が
・
・
・
。
今
、
作
者
は
施
設
の
生
活
の
中
で
自
分
を
取

り
戻
し
て
い
る
。 

 
第
二
席 

こ
の
施
設
へ
入
っ
て
ど
の
く
ら
い
経
っ
た
の

だ
ろ
う
。
ふ
と
気
づ
く
と
、
窓
の
外
は
も
う
夏
の
匂
い
。

今
ご
ろ
家
族
の
み
ん
な
は
ど
う
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

緑
の
香
り
は
ふ
る
さ
と
の
香
り
。
鼻
の
奥
が
つ
ん
と
し
て

く
る
。 

 

第
三
席 

花
嫁
が
後
ろ
向
き
に
放
っ
た
花
束
を
受
け

取
っ
た
未
婚
の
女
性
は
次
に
結
婚
で
き
る
と
さ
れ
る
。
結

婚
に
憧
れ
る
作
者
は
、
五
年
前
に
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
。

で
も
ま
だ
結
婚
で
き
な
い
。
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
作
品
。 

 
 

 
 

総
評 

【
短
歌
（
成
人
の
部
）
】 

 

自
由
を
束
縛
さ
れ
た
中
で
詠
む
歌

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
孤
独
感
、
犯

し
た
罪
へ
の
後
悔
、
反
省
、
謝
罪
や

家
族
、
恋
人
へ
の
思
い
が
主
体
と

な
っ
て
き
ま
す
。
特
に
全
く
別
の
観

点
か
ら
詠
ま
れ
た
歌
に
出
会
う
と
新

鮮
な
思
い
が
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ

こ
で
し
か
歌
え
な
い
歌
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
を
大
切
に
こ
れ
か
ら
も

歌
っ
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 

心
の
目
を
広
げ
て
、
日
本
人
の
心

に
古
く
か
ら
染
み
つ
い
て
い
る

「
七
・
五
調
」
の
リ
ズ
ム
に
寄
り

添
っ
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。 

【
短
歌
（
少
年
の
部
）
】 

 

少
年
た
ち
に
と
っ
て
、
ひ
と
時
の

過
ち
が
大
き
な
心
の
傷
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
、
作
品
を
見
て
い
て
よ
く

分
か
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
後
悔

の
歌
が
多
く
、
家
族
へ
の
思
い
や
、

ま
わ
り
へ
の
詫
び
る
気
持
ち
が
テ
ー

マ
に
な
る
よ
う
で
す
。 

 

そ
ん
な
辛
い
思
い
が
、
五
・
七
・

五
・
七
・
七
の
リ
ズ
ム
の
中
に
詠
み

込
む
こ
と
が
で
き
た
ら
、
き
っ
と
心

が
軽
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。 

 

今
の
少
年
少
女
に
と
っ
て
、
短
歌

は
日
常
の
暮
ら
し
に
か
か
わ
り
の
な

い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
今
、
こ

の
境
遇
に
入
っ
た
あ
な
た
達
は
チ
ャ

ン
ス
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
ゆ
っ

く
り
反
省
し
な
が
ら
、
短
歌
と
向
き

合
え
る
の
で
す
か
ら
。 

短歌 

（成人の部・少年の部） 



１０  

 

第
一
席 

噴
水
の 

飛
沫
が
好
き
な 

子
供
た
ち 

札
幌
刑
務
所 

Ｋ
・
Ｙ 

 

第
二
席 

ア
マ
ゾ
ン
を 

泳
い
で
来
た
り 

昼
寝
覚 

月
形
刑
務
所 

Ｓ
・
Ｙ 

 

第
三
席 炎

天
下 

息
子
の
野
球 

甲
子
園 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｆ
・
Ｔ 

 
 

  

第
一
席 

そ
ろ
っ
て
出
掛
け
た
公
園
。
風
が
作
る

噴
水
の
飛
沫
に
は
し
ゃ
ぐ
子
供
た
ち
の
生
き
生
き
と

し
た
動
き
。
そ
れ
を
捉
え
て
い
る
優
し
い
眼
差
し
。 

 

第
二
席 

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
夢
だ
！
気
分
壮
快

な
の
か
、
助
か
っ
た
と
安
心
し
て
い
る
の
か
。
昼
寝

の
夢
で
良
か
っ
た
。 

 

第
三
席 

炎
天
下
の
中
、
甲
子
園
出
場
を
果
た
し

た
子
供
の
応
援
に
来
て
い
る
。
こ
ん
な
嬉
し
い
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
。
地
区
を
勝
ち
抜
く
た
び
に
応
援
し

て
い
た
こ
と
も
十
分
想
像
で
き
る
良
い
句
。 

 

第
一
席 

蚊
を
打
て
ば 

掌
に
は
鱗
粉 

残
り
け
り 

北
海
少
年
院 

Ｔ
・
Ｔ 

 

第
二
席 風

鈴
の 

音
に
さ
そ
わ
れ 

縁
側
へ 

北
海
少
年
院 

Ｓ
・
Ｙ 

 

第
三
席 外

見
た
ら 

一
面
覆
う 

冬
景
色 

北
海
少
年
院 

Ｔ
・
Ｒ 

 
 

 

第
一
席 

羽
音
に
一
撃
を
加
え
て
蚊
を
し
と
め
た
。

逃
が
し
た
と
思
っ
た
ら
見
る
手
の
平
に
残
る
鱗
粉
が

痛
々
し
い
。
一
匹
の
蚊
に
哀
れ
を
感
じ
て
い
る
作
者
が

見
え
る
。 

 

第
二
席 

風
の
通
る
縁
側
に
吊
る
さ
れ
た
風
鈴
が
奏

で
る
涼
気
。
夕
食
の
終
わ
っ
た
後
だ
ろ
う
か
？
音
色
に

誘
わ
れ
て
夜
の
涼
気
を
全
身
に
受
け
て
い
る
の
だ
。
夜

と
は
言
っ
て
な
い
の
だ
が
、
闇
ま
で
感
じ
る
。 

 

第
三
席 

何
か
に
熱
中
し
て
夢
中
に
な
っ
て
い
た
時

間
の
経
過
。
何
げ
な
く
表
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
一

面
雪
景
色
に
変
わ
っ
て
い
た
。
冷
え
込
み
さ
え
感
じ
な

い
で
時
が
流
れ
て
い
た
の
だ
。 

総
評 

【
俳
句
（
成
人
の
部
）
】 

 

整
っ
た
作
品
が
多
く
な
っ
た
の
は
、

各
所
に
指
導
の
方
が
入
っ
た
か
ら
な
の

だ
ろ
う
か
。
選
句
を
迷
う
ほ
ど
に
佳
句

が
多
か
っ
た
。 

【
俳
句
（
少
年
の
部
）
】 

 

北
海
少
年
院
だ
け
の
参
加
だ
っ
た
こ

と
が
残
念
だ
っ
た
。
俳
句
は
季
語
が
語

る
短
詩
だ
が
、
季
語
の
入
ら
な
い
作
品

が
多
く
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
堀
の
中
、

檻
の
中
等
は
詠
ま
な
い
方
が
い
い
。
み

ん
な
心
や
さ
し
い
人
々
に
、
誰
か
俳
句

を
教
え
て
く
れ
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う

か
。
自
然
を
詠
み
親
し
む
と
、
人
間
は

変
わ
る
と
思
う
。 

俳句 

（成人の部・少年の部） 

 入賞作品展では、文芸部門の入賞作品を掲載
した「文芸作品集」を設置し、みなさんに読んでい
ただきました。 



 １１ 

 

第
一
席
（
成
人
の
部
） 

 
 

 
 

「
古
里
へ
の
思
慕
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

旭
川
刑
務
所 

Ｙ
・
Ｈ 

 

古
里
を
離
れ
て
長
い
年
月
が
経
つ
。 

生
ま
れ
育
っ
た
所
が
大
好
き
な
の
に
、 

今
は
違
う
場
所
に
い
る
。 

 

私
の
古
里
に
は
海
が
無
い
。 

市
内
に
は
ど
で
ん
と
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
、 

山
が
座
っ
て
い
る
。 

そ
の
山
の
天
辺
に
は
城
が
乗
っ
て
い
る
。 

ち
ょ
こ
ん
と
乗
っ
て
い
る
の
だ
。 

城
は
町
を
見
下
ろ
し
、
睥
睨
し
、 

威
張
っ
て
い
る
。 

入
っ
て
来
る
者
、
出
て
行
く
者
。 

何
を
や
っ
て
い
る
の
か
、 

ど
ん
な
生
活
を
し
て
い
る
の
か
、 

全
部
知
っ
て
い
る
。 

そ
う
し
て
全
て
の
人
を
励
ま
し
、 

見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
。 

 

川
は
清
ら
か
な
一
級
河
川
。 

時
季
に
な
る
と
、
観
光
の
目
玉
と
な
る 

行
事
が
行
わ
れ
る
。 

太
公
望
た
ち
は
鮎
釣
り
に
い
そ
し
む
。 

花
火
大
会
も
壮
大
で
あ
る
。 

荒
ん
だ
心
を
穏
や
か
に
し
、 

傷
つ
い
た
心
を
癒
し
、
慰
め
て
く
れ
る
。 

川
は
い
つ
で
も
優
し
い
の
だ
。 

 

昼
は
商
店
街
、
夜
は
飲
み
屋
街
、 

ブ
ル
ー
ス
と
し
て
歌
わ
れ
た
繁
華
街
は
、 

寂
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。 

詩 

（成人の部・少年の部） 

皆
で
遊
ん
だ
公
園
、
青
春
を
謳
歌
し
た
学
校
、 

美
し
さ
に
見
惚
れ
る
桜
並
木
。 

今
も
変
わ
ら
ず
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

た
く
さ
ん
の
思
い
出
の
場
所
、 

綺
麗
な
景
色
、 

も
う
一
度
見
た
い
と
思
う
。 

 

い
つ
か
は
帰
ろ
う
。 

き
っ
と
帰
ろ
う
。 

か
な
ら
ず
、
か
な
ら
ず
。 

  

第
二
席
（
成
人
の
部
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
後
悔
し
な
い
た
め
の
後
悔
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

札
幌
刑
務
支
所 

Ｋ
・
Ｈ 

 
 

  

服
役
中
に
父
が
息
を
引
き
と
っ
た
。
あ
ま
り

に
急
だ
っ
た
の
で
、
す
ぐ
に
現
実
を
受
け
止
め

る
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
人
は
あ
ま
り
に
悲
し

す
ぎ
る
と
涙
が
出
な
い
も
の
な
の
だ
と
思
っ

た
。
涙
を
流
す
元
気
す
ら
失
う
の
だ
と
知
っ

た
。
時
が
過
ぎ
少
し
ず
つ
心
に
余
裕
が
出
て
き

た
こ
ろ
父
の
姿
を
思
い
出
し
て
は
泣
き
続
け

た
。
こ
の
世
に
こ
ん
な
に
悲
し
い
こ
と
が
あ
る 

第
三
席 

（
成
人
の
部
） 

 

「
古
里
の
中
」 

旭
川
刑
務
所 

Ｇ
・
Ｈ 

 

淋
し
い
時
は
、
古
里
を
つ
ら
つ
ら
と
思
う 

苦
し
い
時
は
、
古
里
を
つ
ら
つ
ら
と
思
う 

心
迷
う
時
は
、
古
里
を
つ
ら
つ
ら
と
思
う 

恋
人
の
よ
う
に
古
里
を
思
う 

 

時
計
の
針
を
巻
き
戻
す
よ
う
に 

記
憶
の
ペ
ー
ジ
を
辿
っ
て
み
る 

一
瞬
で
時
空
を
飛
び
越
え
れ
ば 

そ
こ
に
、
古
里
が
待
っ
て
い
る 

 

緑
に
包
ま
れ
た
山
の
樹
々 

さ
ら
さ
ら
と
流
れ
る
小
川 

小
鳥
た
ち
の
さ
え
ず
り
も 

「
お
か
え
り
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
だ 

 

シ
ャ
ボ
ン
の
よ
う
に
儚
い
初
恋
も 

波
紋
の
よ
う
に
広
が
っ
た
疑
問
も 

花
火
の
よ
う
に
鮮
や
か
な
青
春
も 

ぜ
ん
ぶ
、
ぜ
ん
ぶ
こ
の
中
に
あ
る 

 

過
去
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が 

自
分
の
原
点
に
立
ち
戻
り 

古
里
に
恥
じ
な
い
た
め
に 

今
か
ら
、
ま
た
一
歩
前
へ
‥ 

 

私
の
古
里
が
そ
っ
と 

背
中
を
押
し
て
く
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。 

 

ふ
る
さ
と
を
懐
か
し
く
慕
う
気
持
ち
が

余
す
と
こ
ろ
な
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ゆ
か
り
も
あ
り
深
く
な
じ
ん
だ
所
で
す
。

あ
な
た
が
次
に
実
行
す
る
こ
と
、
そ
れ

は
、
ふ
る
さ
と
を
直
接
体
験
す
る
こ
と
で

す
。
私
も
そ
れ
を
願
っ
て
い
ま
す
。 

 

「
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
か
ら
悔

や
ん
で
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
」
と

は
、
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
戒
め
の
言

葉
。
内
実
は
様
々
な
理
由
あ
り
事
情
あ

り
で
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
文
言
か

ら
あ
な
た
の
濁
り
の
な
い
告
白
を
私
は

信
じ
た
い
。 

 

今

日

ま

で
、
戒

め
、
励

ま

し
、
諭

し
、
反
省
等
々
を
通
し
て
振
る
舞
い
方

や
心
の
純
化
に
努
め
て
き
た
あ
な
た
。

浮
か
ぶ
ふ
る
さ
と
の
様
々
な
情
景
は
、

ふ
る
さ
と
が
あ
な
た
に
贈
る
心
の
楚
で

す
ね
。 

な
ん
て
私
は
知
ら
な
か
っ
た
。
同
時
に
今
ま

で
ど
れ
だ
け
父
に
支
え
ら
れ
、
父
の
存
在
に

励
ま
さ
れ
て
き
た
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

刑
務
所
に
来
た
自
分
を
初
め
て
憎
ん
だ
。
悲

し
み
悔
や
む
こ
の
感
情
こ
そ
が
後
悔
と
い
う

も
の
な
ら
ば
、
私
は
こ
の
後
悔
を
忘
れ
な
い

よ
う
に
心
に
刻
み
た
い
。
父
の
優
し
さ
が

う
っ
と
う
し
く
て
何
度
も
無
視
し
た
。
父
が

叱
っ
て
く
れ
る
愛
情
に
気
が
つ
か
ず
に
反
抗

し
た
。
全
て
が
後
悔
だ
。
自
分
が
傷
つ
く
事

に
恐
れ
て
は
人
を
傷
つ
け
て
き
た
。
何
の
悔

い
改
め
も
反
省
も
し
な
い
で
犯
罪
を
く
り
返

し
た
。
そ
れ
で
も
父
は
私
を
見
捨
て
た
り
は

し
な
か
っ
た
。
何
度
悲
し
ま
せ
て
も
私
の
こ

と
を
大
切
に
し
て
く
れ
た
。
亡
く
な
っ
て
か

ら
知
っ
た
父
の
愛
情
、
温
も
り
、
痛
み
、
私

の
社
会
復
帰
を
願
い
続
け
て
く
れ
た
父
。
う

ら
切
り
続
け
て
き
た
私
。
本
当
に
ご
め
ん
な

さ
い
。
か
け
が
え
の
な
い
父
に
次
こ
そ
は
正

し
い
心
を
持
ち
続
け
る
事
を
約
束
し
た
い
。

そ
し
て
二
度
と
後
悔
を
し
な
い
よ
う
に
今
の

後
悔
を
大
切
に
し
よ
う
と
思
う
。 



１２  

 

第
一
席 

（
少
年
の
部
） 

  
「
過
ぎ
て
い
く
々 

」 

  
 

北
海
少
年
院 

Ｔ
・
Ｔ 

 

友
達
と
笑
い
泣
き 

肩
組
ん
で
歩
い
た
街
通
り 

今
は
思
い
出
の
中
で
繰
り
返
し 

夢
の
中
で
は
再
会
し 

起
き
て
は
始
ま
る
日
常
に 

苦
し
み
悲
し
み
憤
り 

そ
れ
で
も
過
ぎ
て
い
く
日
々 

 
 自

分
よ 

堪
え
て
踏
ん
張
れ 

未
来
の
た
め
に 

第
二
席 

（
少
年
の
部
） 

  
 

「
不
確
か
な
明
日 

」 

北
海
少
年
院 

Ｎ
・
Ｋ 

  

朝
起
き
て
、
歯
磨
き
を
し
て
朝
食
を
食
べ
る
。 

 

そ
し
て
着
替
え
て
外
へ
出
る
。
あ
る
人
は
学
校
へ

行
き
、
あ
る
人
は
会
社
へ
行
く
。
皆
電
車
に
揺
ら
れ

な
が
ら
景
色
を
見
て
い
る
。
た
だ
ぼ
ー
っ
と
。 

 

帰
る
頃
に
は
み
ん
な
ク
タ
ク
タ
。
着
て
い
る
服
達

も
ク
タ
ク
タ
に
見
え
る
。 

 

そ
ん
な
日
々
の
中
で
時
に
は
笑
っ
た
り
、
悲
し
ん

だ
り
、
苦
し
ん
だ
り
、
感
動
を
す
る
。
明
日
が
楽
し

み
な
人
や
辛
い
人
も
い
る
。 

  

け
れ
ど
明
日
が
も
う
来
な
い
人
も
中
に
は
い
る
。 

 

そ
の
人
達
と
私
達
の
一
日
の
価
値
っ
て
同
じ
な
ん

だ
と
思
う
。 

 

「
な
ん
で
？
」
っ
て
思
う
人
も
い
る
か
も
。 

だ
っ
て
、
私
達
に
も
明
日
が
必
ず
来
る
わ
け
じ
ゃ
な

い
か
ら
。
明
日
は
約
束
な
ん
て
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

だ
か
ら
、
今
日
を
、
今
を
、
も
っ
と
大
切
に
し
た

い
。 

 

私
が
生
き
て
い
る
今
日
は
、
今
日
を
生
き
た
か
っ

た
人
達
の
明
日
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
も
う
二
度
と

戻
っ
て
こ
な
い
今
日
だ
か
ら
。 

第
一
席 

（
少
年
の
部
） 

  

「
で
も
」 

紫
明
女
子
学
院 

Ｎ
・
Ｎ  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

確
か
に
代
わ
り
は
い
る
よ 

で
も 

お
前
じ
ゃ
な
い
と
で
き
な
い
仕
事
だ
っ
て

あ
る
し 

今
お
前
が
抜
け
た
ら
困
る
ん
だ
よ 

 

何
回
も
裏
切
ら
れ
て
る
し 

ど
れ
ほ
ど
迷
惑
を
か
け
ら
れ
て
い
る
か 

分
か
ら
な
い 

で
も 

親
子
だ
か
ら
見
捨
て
る
こ
と
も 

見
放
す
こ
と
も
で
き
な
い
ん
だ
よ 

 

私
ら
社
会
的
に
見
れ
ば
外
れ
て
る
し 

否
定
さ
れ
る
こ
と
ば
っ
か
や
っ
て
き
た
よ 

で
も 

私
は
お
前
が
頑
張
っ
て
る
の
も 

変
わ
っ
た
の
も
知
っ
て
る
よ 

 
「
で
も
」
の
中
に
愛
が
あ
る 

「
で
も
」
で
い
い 

「
で
も
」
が
い
い 

 

最
後
の
三
行
に
凝
縮

さ
れ
た
現
在
の
決
意
が

感
じ
ら
れ
ま
す
。
夢
の

中
で
思
い
出
す
、
友
と

過

ご

し

た

賑

や

か

な

日
々
と
、
悲
し
み
や
怒

り
、
後
悔
の
交
錯
す
る

思
い
。
現
在
・
過
去
を

振
り
返
り
、
未
来
の
自

分
を
考
え
る
日
常
が
鋭

く
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

否
定
的
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
多
い

「
で

も
」
。
そ

の
「
で

も
」
が
、
こ

こ
で
は
存
在
感
を
照
ら
す
明
か
り
と

し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
時
に
生
き

る
希
望
と
も
な
り
愛
情
と
も
な
る
こ

と
言
葉
の
側
面
を
描
き
出
し
た
作
者

の
感
性
は
実
に
見
事
で
す
。 

 

散
文
詩
の
形
態
を
と
り
な
が
ら
、
毎
日
の
平
凡

な
日
常
や
喜
怒
哀
楽
の
あ
る
日
々
が
淡
々
と
語
ら

れ
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
明
日
が
訪
れ
る
か
は

誰
に
も
約
束
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
だ
か

ら
こ
そ
今
日
一
日
を
大
切
に
生
き
る
と
い
う
発
見

と
思
い
が
静
か
に
に
じ
み
出
て
い
ま
す
。 

総
評 

【
詩
（
成
人
の
部
）
】 

 

寄
せ
ら
れ
た
作
品
に
目
を
通
し
て
み
ま
す
と
、
自
身
の
心

の
内
を
見
つ
め
た
も
の
、
情
景
に
心
情
を
託
し
た
も
の
等
々

の
作
品
が
目
立
ち
ま
し
た
。
詩
と
い
う
表
現
だ
け
は
心
の
中

か
ら
生
み
出
す
こ
と
が
出
来
さ
え
す
れ
ば
、
自
ず
と
そ
れ
は

詩
に
な
る
と
識
者
は
申
し
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
詩
の

世
界
、
範
囲
は
無
限
だ
と
申
し
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。

毎
日
の
生
活
、
暮
ら
し
そ
れ
自
体
が
詩
を
生
み
出
し
て
い

る
、
創
作
し
て
い
る
と
申
し
て
も
言
い
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い

と
思
い
ま
す
。 

【
詩
（
少
年
の
部
）
】 

 

一
つ
一
つ
の
作
品
に
、
個
性
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
表
現
の
個
性
で
あ
り
、
内
容
の
個
性
で
あ
り
、
つ
ま
る

と
こ
ろ
作
者
の
個
性
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
読
ん
で
い
て

心
地
よ
い
リ
ズ
ム
を
感
じ
、
開
放
感
を
覚
え
る
詩
も
あ
れ

ば
、
読
ん
で
い
て
頭
の
中
に
様
々
な
考
え
を
点
滅
さ
せ
る
詩

も
あ
り
ま
し
た
。
途
中
で
調
子
が
変
わ
り
、
最
後
が
重
く
響

く
詩
も
あ
り
ま
し
た
。
た
ん
た
ん
と
綴
ら
れ
た
中
に
、
不
思

議
な
魅
力
を
感
ず
る
詩
も
あ
り
ま
し
た
。
詩
は
、
作
者
の
個

性
の
表
れ
だ
と
改
め
て
思
い
ま
し
た
。 

 

た
と
え
ば
自
分
の
た
め
に
書
く
詩
で
あ
っ
て
も
、
読
み
手

は
そ
の
表
現
を
読
み
、
作
者
の
個
性
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
表
現
の
奥
に
あ
る
思
い
や
考
え
、
ま
た
、
表
現
そ
の

も
の
の
味
わ
い
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
表
現
の
上
手

と
か
下
手
と
か
以
前
の
問
題
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
探
す
一
つ
の
確
か
な
手
段
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。 



 １３ 

 

随筆（成人の部） 

 作  者 タイトル 講   評 

第一席 
函館少年刑務所 

Ｔ・Ｓ 
描くことの力 

 色彩から絵画へと心引かれて行く過程が叙述の展開とともに

伝わってきます。模写から、やがて水彩画へと描く世界は高ま

り、「絵の持つ可能性は人生の指標であり、新しい生き方へと

導いてくれる。」の文言は読み手にもしっかり伝わってきま

す。 

第二席 
旭川刑務所 

Ｎ・Ｋ 

答えのひとつは 

シンプル 

 和やかな家族の団らんに、一石を投じてしまい、その修復に

悩むお父さん。花々しく、やがて勢いが乏しくなっていく花火

を家中で楽しんでいるうちに、自然に湧いてくる親愛の情。父

と娘、わだかまり解ける場面は、一編のドラマを彷彿とさせま

す。 

第三席 
札幌刑務所 

Ｔ・Ｙ 
朝を告げる音 

 朝を迎える各地の様々な音の表現。何かと多忙を極める暮ら

しの中で、あなたのように音を聞き分ける澄んだ耳と心を持ち

たいものです。 

 内容としては、体験を積み上げて得られた喜び、家族団らんの細かな描写、悔恨等々です。どれも奇をてらうこ

となく、率直に書き、生き生きとした文章の数々には胸を打たれました。 

読書感想文（成人の部） 

 作  者 タイトル 講   評 

第一席 
旭川刑務所 

Ｍ・Ｓ 
松平家のおかたづけ 

 江戸元和以降、平和な社会に士の職分として兵法を道徳の一

致を説いた山鹿素行は、その著『武教小学』でより、具体的に

言語応待、行住坐臥、衣食居等十編に分けて社会の文言思想を

提示。武家主筋の松平家もそれに受容、また継承しているので

しょう。作品を通じて得られた感想が立派に述べられていま

す。 

第二席 
札幌刑務支所 

Ｋ・Ｈ 

「コンビニ人間」 

を読んで 

 今日、その便利さから私たちの暮らしと切り離すことのでき

ないコンビニ。しかし、客として利用するだけの私たちは応

対、接客する側の人たちの苦心をどれだけ知っているか。ほと

んどゼロに等しい。村田さんの著書を手に、自身の体験を交え

て書かれたあなたの文章から私も教えられました。 

第三席 
函館少年刑務所 

Ｓ・Ｈ 
「変身」を読んで 

 作者のカフカは、この作品で何を訴えたかったのでしょう。

昨日まであった自分の姿が完全に失われている。これは何かの

きっかけで生き方が倦怠、アンニュイとして結晶してしまった

姿なのでしょうか。まとめられたあなたの感想は貴重なもので

す。 

 皆それぞれ、読書への好み、味わい、関心も異なるため、生まれる感想も千差万別、様々です。 

 武家社会における様々なしきたり、作法に注目し、そこから今年の社会を眺望した作品、今日の暮らしに欠かせな

いコンビニとその業務に携わっている人達の紹介、幅広い世代に注目され、関心を読んでいるカフカ作品の読み方

等々、教えられることも多々ありました。書くことの営みは、ひとり自分を見つめる孤独な作業です。 

 しかし、それはまた自らを成長させる大きな力になります。 



１４  

 

 作  者 タイトル 講   評 

第一席 
北海少年院 

Ｙ・Ｊ 
現実 

 現実の重さ、厳しさに向き合い始めた自分が素直に綴られてい

ます。また、自分を支える周りの人々や家族の存在への気づき

と、過去を振り返り、過ちを認めることのできる自分が語られて

います。新しい自分、そして自分の未来を真剣に考える自分が今

生まれようとしています。後戻りすることなく一歩ずつ前進で

す。 

第二席 
帯広少年院 

Ｏ・Ｒ 
闘志 

 文章に勢いがあります。ほとばしる思いが伝わってきます。こ

れまでの自分を冷静に内省・内観し、今、ボクシングへの夢が自

分を高めようとしていて素晴しいことです。夢に近づくために必

要なことは、地道な努力の積み重ねと、忍耐力、素直さです。自

分の心をきたえるのは、今の生活から始まっています。夢への階

段は始まっています。 

第三席 
北海少年院 

Ｔ・Ｔ 
当たり前の幸せ 

 幸せとは何か、人生とは何かを考え始めた自分が読み取れまし

た。自分を振り返る中で気付づいたすべては貴重です。新しい自

分を創ることは簡単ではありません。しかし、かけがえのない自

分の人生に目を向け、歩き始めた自分が確かにいます。 

 今回、特に感じられたのは、３点の作品に共通して振り返りの力、すなわち省察力の高まりです。文章を書きな

がら、内省・内観を重ね、自分を何度も振り返る。振り返りを通して見えてくる自分の姿や、周りの人々の姿など

が描かれていました。その中で、過去の過ちの大きさに気づいたり、自分に関わる人々の思いに気づいたり、ま

た、家族の思いに気づいたりしたことなど、素直な表現で記されていました。 

 それだけではありません。振り返りを通して、自分の持ち味や、夢・希望などを描くことができるようになって

きていることも感じられました。 

 時間をかけて書くことで、自分を様々な角度からとらえ直していると思いました。じっくりと自分と向き合い、

自分の人生を、これからの自分を、ゆっくりと考えることができるようになってきていると感じました。 

 さて、書くことは考えることです。特に、自分に向けて書く言葉は、自分の未来につながる言葉、未来を切り開

く言葉になると思います。なぜなら、自分へのごまかしは、すぐに自分に見抜かれてしまうからです。 

 いつも思うことですが、人間はもともと社会的な動物です。家族や友人、先生から支えられたり、逆に自分が他

の人を支えたりして生きています。様々な人間関係という環境の中で生きています。それは良いことであり、時に

は障害になります。新しい夢や新しい自分づくりに向かって生きようと決意した自分がぶつかる最大の壁は、元の

環境に戻ったときです。なじみのある人間関係の中で、元の自分に戻ろうとする自分が現れます。そんな自分との

戦いが大事です。むしろ、他の人も巻き込むぐらいの粘り強さで、自分の新しい道へ進む強い気持ちが必要です。 

 生きるとは、自分の道をそのつど選び、決断する連続です。判断を間違えないためには、自分の考えの広さと深

さが重要です。「書くこと」は、自分の考えや心をきたえてくれる確かな方法だと信じます。 

作文（少年の部） 

 毎年冬に開催している入賞作品展では，短

歌，俳句，作文，随筆，読書感想文，詩などの

文芸作品を第一席から第三席までお読みいた

だけます。令和２年度の開催予定日はまだ未定

ですが，決まりしだい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  
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