
   

 

どさんこ 
 

 第６６回 法務省札幌矯正管区  

  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います。札幌矯正管区

では、これらの作品を対象として年に１回、コン

クールを行っており、各分野で活躍される専門家

に審査をしていただいています。 作品をとおして、

受刑者や在院者のことを知っていただくきっかけ

になれば幸いです。 

 

・刑事施設  

  美 術 部 門（写生画・自由画） 

  書 道 部 門                

  ペン書道部門  

  文 芸 部 門 

  （短歌・俳句・詩・随筆・読書感想文）   

・少年施設 

  絵 画 部 門                

  書 道 部 門                

  ペン書道部門  

  文 芸 部 門 

  （短歌・俳句・詩・作文）  

 



   

 

写生画 第一席 

『 

初
夏
の
奥
入
瀬 

』 

 

旭
川
刑
務
所 

Ｉ
・
Ｙ 

 

細
か
な
点
描
で
描
き
、

初
夏
の
自
然
の
爽
や
か
さ

が
表
現
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
緑
色
の
濃
淡
や
明
暗

の
描
き
方
、
水
の
流
れ
を

表
現
す
る
技
法
等
に
優
れ

た
作
品
で
す
。
画
面
の
構

図
も
適
格
で
遠
近
感
も
あ

り
、
風
景
画
と
し
て
優
れ

た
秀
作
で
す
。 

写生画 第二席 

『 

故
郷
の
景
色 

』 

 

旭
川
刑
務
所 

Ａ
・
Ｙ 

 
一
筆
一
筆
丁
寧
に
点
描

で
描
い
た
努
力
作
で
す
。

画
面
の
隅
々
ま
で
時
間
を

か
け
て
描
い
た
努
力
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。
少
し
単

調
に
な
っ
た
点
が
あ
り
ま

す
が
、
色
彩
の
豊
か
さ
や

細
か
な
筆
使
い
等
が
見
ら

れ
る
力
作
で
す
。 

写生画 第三席 

『 

祖
父
と
亡
き
愛
犬
へ 

』 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｉ
・
Ｋ 

 

淡
い
単
色
の
鉛
筆
で
描
い

た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
ユ

ニ
ー
ク
な
作
品
で
す
。
細
部

ま
で
忠
実
に
描
い
て
お
り
、

鉛
筆
の
濃
淡
を
活
か
し
た
優

れ
た
作
品
で
す
。 

 

総
評 

 

こ
の
部
門
は
出
品
さ
れ

た
作
品
は
少
な
め
で
し
た

が
、
力
作
や
努
力
作
が
多

く
あ
り
ま
し
た
。
写
生
画

は
、
描
く
本
人
が
見
て
感

じ
た
こ
と
を
形
や
色
彩
で

表
現
す
る
絵
画
で
す
が
、

作
品
か
ら
描
い
た
意
図
や

感
情
が
伝
わ
っ
て
く
る
こ

と
が
大
事
で
す
。
入
賞
し

た
作
品
は
、
い
ず
れ
も
作

者
の
努
力
や
感
情
が
伝

わ
っ
て
く
る
作
品
で
し

た
。 

1 

絵画部門 
（刑事施設） 



２  

 

自由画 第一席 

『  

２
０
２
４
年P

M

、
七
色
の
大
地
』 

 
  

 
 

帯
広
刑
務
所 

Ｙ
・
Ｓ 

 

豊
富
な
題
材
を
使
っ
て
、
画
面
一

杯
に
描
い
て
お
り
、
見
る
人
に
色
々

な
こ
と
を
伝
え
て
く
れ
る
作
品
で

す
。
色
彩
が
豊
富
で
描
写
力
も
あ

り
、
描
い
た
も
の
が
的
確
に
表
現
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
題
材
が
ユ
ニ
ー
ク

で
大
変
優
れ
た
秀
作
で
す
。 

自由画 第二席 

『 

ロ
シ
ア
の
壁
～
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に

栄
光
あ
れ
～
』 

 
 

 

旭
川
刑
務
所 

Ｔ
・
Ｈ 

 

色
々
な
技
法
を
駆
使
し
て
描

か
れ
て
お
り
ま
す
。
描
い
た
内

容
も
豊
富
で
見
る
人
が
色
々
と

考
え
さ
せ
ら
れ
そ
う
で
す
。
現

実
の
世
界
と
未
来
の
夢
が
表
現

さ
れ
て
お
り
、
豊
か
な
発
想
力

が
感
じ
ら
れ
る
作
品
で
す
。 

自由画 第三席 

『 

水
門
破
り
』 

 

月
形
刑
務
所 

Ｔ
・
Ｔ 

 

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
描

き
方
で
画
面
全
体
を
的
確

な
描
写
力
と
色
彩
で
表
現

し
た
作
品
で
す
。
描
く
技

法
に
も
色
々
と
工
夫
の
跡

が
見
ら
れ
、
見
事
な
力
作

で
す
。 

 

総
評 

 

こ
の
部
門
は
出
品
数

も
一
番
多
く
、
質
、
量

と
も
に
充
実
し
た
作
品

が
多
く
あ
り
ま
し
た
。

今
回
入
賞
し
た
作
品
以

外
に
も
、
優
れ
た
作
品

が
多
数
あ
り
、
優
劣
を

つ
け
難
い
部
門
で
し

た
。
そ
の
中
で
も
入
賞

し
た
作
品
は
、
発
想
が

ユ
ニ
ー
ク
で
あ
り
、
題

材
の
豊
か
さ
と
秀
で
た

描
写
力
が
見
ら
れ
ま
し

た
。 



 ３ 

 

書道部門
（刑事施設） 

第一席 

『 

問
正
人
疾
』 

 
 

 
 

旭
川
刑
務
所 

Ｓ
・
Ｔ 

 

一
文
字
ひ
と
文
字
の
立
ち
姿
の

美
し
さ
、
鮮
や
か
で
す
。
引
き
し

ま
っ
た
清
々
し
い
行
書
作
品
で

す
。
「
行
く
が
如
し
」
の
運
筆
が

気
脈
を
通
り
、
そ
の
線
が
伸
び
や

か
に
響
き
渡
っ
て
い
ま
す
。
白
い

空
間
が
際
立
ち
ま
す
。 

『 

曹
全
碑
』 

 

 

網
走
刑
務
所 

Ｎ
・
Ｓ 

 

曹
全
碑
の
多
字
数
臨
書

作
品
、
丁
寧
に
習
い
込
ん

で
の
腕
前
に
魅
了
さ
れ
ま

す
。
隷
書
の
八
分
隷
は
波

勢
の
リ
ズ
ム
で
終
始
一
貫

し
ま
す
が
、
充
分
の
技
量

な
れ
ば
の
緩
み
な
い
字
形

は
終
章
ま
で
安
定
し
て
い

ま
す
。 

第二席 

第三席 

『 

敷
水
歌
』 

 
 

 

旭
川
刑
務
所 

Ｙ
・
Ｈ 

 

凛
と
し
、
引
き
し
ま
っ
た
楷

書
作
品
に
心
が
深
く
引
き
込
ま

れ
ま
す
。
確
か
な
運
筆
は
、
縦

画
も
横
画
も
全
て
強
靭
な
線
に

な
っ
て
艶
や
か
に
輝
き
ま
す
。 

 

総
評 

 

今
年
は
半
切
、
半
紙
と
多
様
な
作
品
が

揃
い
ま
し
た
。
長
歌
や
短
歌
・
漢
詩
・
写

経
、
歌
謡
曲
と
題
材
に
応
じ
て
の
構
成
も

吟
味
さ
れ
た
豊
か
な
年
で
し
た
。
一
作
ご

と
に
秘
め
た
る
想
い
、
願
い
等
々
を
受
け

と
め
、
見
入
っ
て
お
り
ま
し
た
。
特
に
半

切
作
品
は
、
習
熟
度
も
増
し
、
秀
作
が
多

く
甲
乙
付
け
が
た
い
選
定
に
な
り
ま
し

た
。
今
年
も
良
い
作
品
に
出
合
い
ま
し

た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



４  

 

ペン書道部門

（刑事施設） 

第一席 

『
我
が
弱
さ
を
斬
る
』 

 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｓ
・
Ｙ 

 

こ
の
作
品
の
発
想
が
素
晴
ら

し
い
！
鋭
い
切
れ
味
の
線
に
驚

き
が
隠
せ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
綺

麗
に
黒
で
塗
り
つ
ぶ
し
た
努
力

と
労
力
も
認
め
ま
す
。 

 

第二席 

『
猫
の
眼
月
』 

 

網
走
刑
務
所 

Ｎ
・
Ｓ 

 

と
て
も
バ
ラ
ン
ス
良
く
工

夫
を
凝
ら
し
た
作
品
で
美
意

識
の
高
い
、
真
似
の
で
き
な

い
立
派
な
作
品
で
す
。 

第三席 

第三席 

『
八
徳
（
「
南
総
里
見
八
犬

伝
」
よ
り
）
』 

 

札
幌
刑
務
支
所 

О

・
Ｒ 

 

犬
が
可
愛
い
。
八
徳
の
文

字
も
工
夫
が
あ
り
、
間
違
い

な
く
色
を
塗
り
分
け
る
の
も

大
変
で
し
た
ね
。 

『
王
将
』 

 

札
幌
刑
務
所 

Ｔ
・
Ｋ 

 

昨
今
、
世
間
を
賑
わ
せ

て
い
る
最
も
良
い
ニ
ュ
ー

ス
で
す
。
堂
々
と
バ
ラ
ン

ス
良
く
書
け
て
い
ま
す
。 

 

総
評 

 

た
く
さ
ん
の
作
品
を
拝
見
し
ま

し
た
。
長
文
で
心
か
ら
溢
れ
出
る

言
葉
に
涙
が
出
そ
う
な
も
の
も
あ

り
ま
し
た
。
ペ
ン
書
道
は
、
地
道

に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
立
派
な
作
品
ば
か
り
で
全
部

展
示
し
た
い
ほ
ど
で
す
。
審
査
に

大
変
悩
み
ま
し
た
。 



 ５ 

 

絵画部門 
（少年施設） 

第一席 

『 

静
物
画
』 

 
 

北
海
少
年
院 

 

Ｏ
・
Ｙ 

 

大
ま
か
な
筆
使
い
の
彩
色
で

面
を
捉
え
、
パ
イ
ン
、
桃
、
パ

ン
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
上
手
に

表
現
し
て
お
り
ま
す
。
画
面
全

体
が
柔
ら
か
な
色
彩
で
描
か
れ

て
お
り
、
温
か
み
の
感
じ
ら
れ

る
作
品
で
す
。 

第二席 

『 

静
物
画 

』 

 
  

北
海
少
年
院 

Ｍ
・
Ｒ 

 

鉛
筆
に
よ
る
デ
ッ
サ
ン

の
作
品
で
す
が
、
絵
の
基

本
を
忠
実
に
実
践
し
た
作

品
で
す
。
果
物
の
明
暗
表

現
や
立
体
感
が
上
手
に
描

か
れ
て
お
り
ま
す
。 

   
 

第三席 

『 

タ
カ
』 

 
 

 

紫
明
女
子
学
院 

Ｉ
・
Ｍ 

 

「
タ
カ
」
を
力
強
く
表
現
し
た

作
品
で
す
。
特
に
前
方
を
見
つ
め

る
鋭
い
眼
差
し
は
、
見
る
人
に
何

か
を
強
く
訴
え
て
い
る
よ
う
で

す
。 

 

 

 

総
評 

 

少
年
部
門
は
出
品
数
が
少
な

く
、
力
作
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
作

品
も
少
数
で
し
た
。
そ
の
中
で
、

描
く
対
象
を
忠
実
に
描
い
た
作
品

を
入
賞
と
し
ま
し
た
。
絵
を
描
く

学
習
を
通
し
て
、
素
直
な
自
分
の

感
情
や
思
い
を
表
現
し
て
ほ
し
い

と
願
っ
て
お
り
ま
す
。 



６  

 

書道部門
（少年施設） 

第一席 

『 

我
心
固
非
石
』 

 
 

   

北
海
少
年
院 

Ｓ
・
Ｈ 

 

楷
書
の
“
と
め
・
は
ね
・
は

ら
い
”
を
注
意
深
く
習
い
ま
し

た
ね
。
一
画
一
画
の
美
し
い
線

が
五
文
字
の
形
象
に
表
れ
て
い

ま
す
。
画
数
の
異
な
る
五
文
字

の
バ
ラ
ン
ス
も
上
々
で
す
。

「
我
」
、
「
心
」
特
級
で
す
。 

第二席 

第三席 

『 

青
天
白
日
』 

 
 

                 

紫
明
女
子
学
院 

Ｋ
・
Ｒ 

 

次
の
画
へ
と
筆
の
運
び
が
丁
寧
に
移
動
し

ま
す
。
横
画
の
長
短
の
線
は
、
す
っ
き
り
と

整
っ
て
美
し
い
立
ち
姿
の
四
文
字
作
品
で

す
。
「
白
」
の
清
々
し
さ
、
魅
力
的
で
す
。 

『 

山
川
三
千
里
』 

 
  

北
海
少
年
院 

Ｓ
・
Ｒ 

 

堂
々
と
行
書
体
に
向
き
合
っ

た
気
合
に
見
と
れ
ま
す
。
強
弱

の
リ
ズ
ム
を
付
け
る
に
は
、
筆

と
の
格
闘
で
も
あ
り
ま
す
の

で
、
一
層
の
挑
戦
を
し
て
く
だ

さ
い
。
「
里
」
の
終
筆
が
良
く

な
り
ま
す
よ
。 

 総
評 

 

今
回
は
半
紙
サ
イ
ズ
の
作
品
だ
け
で
し
た

が
、
真
白
の
半
紙
に
向
か
う
本
気
の
眼
差
し
を

感
じ
る
初
々
し
い
心
意
気
の
良
作
に
囲
ま
れ
て

い
ま
し
た
。
筆
を
執
る
と
、
少
し
で
も
上
手
に

書

き

た

く

な

り

紙

数

を

重

ね

ま

す
。
で

も
・
・
・
今
の
自
分
の
技
量
の
以
上
で
も
以
下

で
も
な
い
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
知
ら
さ
れ

ま
す
。
こ
う
し
た
繰
り
返
し
の
積
み
重
ね
が

あ
っ
て
こ
そ
の
「
上
達
」
へ
の
道
程
で
す
。
自

分
と
の
対
話
を
大
切
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

ペン書道部門

（少年施設） 

第二席 

『 

春
望
』 

 
 

北
海
少
年
院 

Ｍ
・
Ｒ 

 

五
言
絶
句
を
丁
寧
に
書
き
ま

し
た
。
読
み
や
す
く
構
成
も
良

い
で
す
が
、
サ
イ
ン
ペ
ン
で
す

と
、
も
う
少
し
力
強
く
な
り
ま

す
。 

 

第三席 

『 

精
進
』 

 
 

北
海
少
年
院 

Ｉ
・
Ｈ 

 

堂
々
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

運
筆
も
勢
い
が
良
い
で
す
。 

 

総
評 

 

筆
を
持
つ
機
会
が
少
な

く
な
り
つ
つ
あ
る
今
日
、

審
査
も
困
難
を
極
め
ま

す
。
今
回
提
出
さ
れ
た
作

品
は
、
丁
寧
に
書
か
れ
て

い
て
安
心
し
ま
し
た
。
自

分
の
字
を
少
し
離
れ
て
、

眺
め
て
み
る
の
も
良
い
も

の
で
す
。 



 ７ 

 

写生画 佳作 

 『新たな船出』 函館少年刑務所 Ｅ・Ｔ 

 

写生画 佳作 

 『海なりの白い無人駅（津軽五能線 驫木駅）』  

             網走刑務所 Ｎ・Ｓ 

写生画 佳作 

 『森の香澄ちゃん』 月形刑務所 Ｈ・Ｍ 

自由画 佳作 

 『不動明王と龍』 月形刑務所 Ｎ・Ｔ 

自由画 佳作 

 『桜』 旭川刑務所 Ａ・Ｙ 

自由画 佳作 

 『清河縣之産武松』 月形刑務所 Ｓ・Ｓ 



８  

 

書道（刑事施設の部） 佳作 

 『誠実』 釧路刑務支所 Ｕ・Ｍ 

絵画（少年施設の部） 佳作 

 『静物画』 北海少年院 Ｙ・Ｓ 

書道（刑事施設の部） 佳作 

 『希望』 函館少年刑務所 Ｉ・Ｔ 

ペン書道（刑事施設の部） 佳作 

 『手紙で使う語句』 函館少年刑務所 Ｋ・Ｔ 

絵画（少年施設の部） 佳作 

 『静物画』 北海少年院 Ｋ・Ａ 

絵画（少年施設の部） 佳作 

 『とり』 紫明女子学院 Ｙ・Ｓ 

書道（刑事施設の部） 佳作 

 『峨眉山月歌』 札幌刑務支所 Ｓ・Ｒ 

ペン書道（刑事施設の部） 佳作 

 『般若心経』 網走刑務所 Ｔ・Ｅ   



 ９ 

 

第
一
席 

 
 

 

卯
月
の
夜
浮
か
ぶ
う
さ
ぎ
が
住
む
月
は 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

丸
く
明
る
く
兵
器
は
要
ら
ぬ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

札
幌
刑
務
支
所 

Ｕ
・
Ａ 

第
二
席 

 
 

 

楽
で
す
か
笑
っ
て
い
ま
す
か
友
達
は
？ 

 

 
 

 
 

 
 

早
す
ぎ
ま
し
た
君
に
会
い
た
い 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

網
走
刑
務
所 

 

Ｔ
・
Ｔ 

第
三
席 

 
 

 

白
杖
を
握
り
し
少
女
空
見
上
げ 

 

 
 

 
 

 
 

ひ
ば
り
の
こ
え
に
天
使
と
出
会
ふ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｏ
・
Ｋ 

 

第
一
席 

卯
月
の
夜
、
空
に
は
月
が
浮
か
ん
で
い
た
。
満
月
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

月
は
「
丸
く
、
明
る
く
」
輝
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
月
の
う
っ
す
ら
と
し
た
影
か

ら
は
、
う
さ
ぎ
が
杵
を
持
ち
、
餅
を
つ
い
て
い
る
平
和
な
様
子
が
浮
か
び
上
が

る
。
う
さ
ぎ
が
住
む
月
に
は
一
切
争
い
は
な
い
。
一
方
、
地
球
上
で
は
、
人
間
は

杵
で
は
な
く
兵
器
を
持
ち
、
戦
争
が
絶
え
な
い
。
月
と
は
対
照
的
な
地
球
の
現
況

が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
月
か
ら
発
想
し
て
、
結
句
は
「
兵
器
は
要
ら
ぬ
」
に
至
っ

た
。
地
球
も
平
和
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
作
者
の
強
い
思
い
が
伝
わ
っ
て
く

る
。
月
を
叙
情
的
に
詠
い
な
が
ら
、
社
会
に
目
を
向
け
た
優
れ
た
反
戦
歌
で
あ

る
。 

 
 第

二
席 

若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
友
だ
ち
へ
の
た
た
み
か
け
る
よ
う
な
語
り
掛
け

が
心
に
響
く
。
亡
く
な
っ
た
友
だ
ち
の
今
い
る
と
こ
ろ
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
楽
に
暮
ら
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
笑
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
友
だ
ち
は

で
き
た
だ
ろ
う
か
。
友
だ
ち
を
思
い
や
っ
て
い
る
優
し
い
作
者
の
気
持
ち
が
表
れ

て
い
る
。
最
後
に
「
君
に
会
い
た
い
」
と
い
う
切
実
な
心
情
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
表

現
さ
れ
、
悲
し
み
を
誘
う
。
日
常
的
な
言
葉
そ
の
ま
ま
を
軽
や
か
に
リ
ズ
ム
良
く

使
っ
て
い
る
中
に
、
深
い
悲
し
み
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
友
だ
ち
の
死
を
悼
む
心
に

沁
み
る
挽
歌
で
あ
る
。 

 
 第

三
席 

白
杖
を
握
っ
た
少
女
が
空
を
見
上
げ
て
い
る
と
い
う
一
枚
の
絵
画
が
浮 

 
 

か
ん
で
く
る
。
空
で
は
ひ
ば
り
が
囀
っ
て
い
る
。
そ
の
声
を
聞
い
て
、
少
女
の
見

え
な
い
目
に
は
天
使
が
映
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
「
握
り
し
」
と
い
う
触
感

が
あ
り
、
「
こ
え
」
に
対
し
て
は
聴
覚
、
「
天
使
と
出
会
ふ
」
に
は
視
覚
が
働
い

て
い
る
。
何
気
な
い
表
現
の
中
に
人
間
の
知
覚
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
人
は
い
ろ

い
ろ
な
時
に
空
を
見
上
げ
、
何
か
を
感
じ
て
救
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「
ひ
ば
り
の
こ
え
」
や
「
天
使
」
は
象
徴
と
し
て
、
人
に
よ
っ
て
、
救
い
を
与
え

て
く
れ
る
別
の
何
か
に
も
な
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
女
が
ひ
ば
り
の

声
を
聞
い
て
救
わ
れ
た
瞬
間
が
絵
画
的
に
美
し
く
詠
わ
れ
て
い
る
。 

短歌 

（刑事施設の部・少年施設の部） 

刑
事
施
設
の
部 

少
年
施
設
の
部 

文芸部門 

第
一
席 

 
 

 

冬
正
午
発
進
直
後
に
猛
吹
雪 

 

 
 

 
 

 
 

我
ら
を
包
む
純
白
の
闇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

北
海
少
年
院 

Ｉ
・
Ｈ 

第
二
席 

 
 

 

五
年
後
は
な
に
し
て
い
る
の
か
考
え
る 

 

 
 

 
 

 

な
に
を
し
て
て
も
し
あ
わ
せ
ね
が
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

紫
明
女
子
学
院 

Ｙ
・
Ｓ 

  

第
一
席 

ど
う
し
て
も
正
午
に
車
で
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
「
冬
正
午
発
進
」
と
言
葉
が
続
き
、
緊
張
感
が
漂
う
。
そ
の
直
後
の

猛
吹
雪
、
で
も
車
は
進
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
猛
吹
雪
の
中
で
は
前
後
左
右
が

真
っ
白
で
何
も
見
え
な
く
な
る
。
そ
れ
を
「
純
白
の
闇
」
と
表
現
し
た
と
こ
ろ
が

ユ
ニ
ー
ク
で
、
詩
情
が
感
じ
ら
れ
る
。
猛
吹
雪
に
囲
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
包

む
」
と
捉
え
て
い
る
。
上
三
句
ま
で
は
、
猛
吹
雪
に
見
舞
わ
れ
る
と
い
う
緊
迫
感

が
あ
る
が
、
下
二
句
で
は
、
緊
迫
感
が
消
え
て
、
周
囲
は
何
も
見
え
ず
、
た
だ
た

だ
白
い
中
で
、
不
思
議
な
安
堵
感
も
味
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ホ

ワ
イ
ト
ア
ウ
ト
を
作
者
独
自
の
感
性
で
捉
え
た
力
作
で
あ
る
。 

 
 第

二
席 

自
分
の
言
葉
で
、
リ
ズ
ム
良
く
素
直
に
今
の
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
て
い

る
。
５
年
と
い
う
歳
月
は
一
つ
の
節
目
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
だ
自
分
の
将
来
が

見
え
な
い
若
者
は
、
５
年
後
に
自
分
は
一
体
何
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
想
像
す

る
。
想
像
し
て
み
て
も
自
分
の
未
来
に
つ
い
て
今
は
何
も
浮
か
ば
な
い
。
何
を
し

て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
と
に
か
く
幸
せ
で
あ
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が

ス
ト
レ
ー
ト
に
詠
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
歌
を
詠
む
と
作
者
が
何
と
か
幸
せ
で
あ
っ

て
ほ
し
い
と
願
う
気
持
ち
に
な
る
。 

  
 

総
評 

【
刑
事
施
設
の
部
】 

 

今
年
も
良
い
作
品
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
選
歌
が

大
変
だ
っ
た
。
短
歌
を
作
っ
て
い
く
上
で
の
視
点

は
と
て
も
優
れ
て
い
る
も
の
の
、
誤
字
脱
字
や
短

歌
の
定
型
に
入
り
き
ら
ず
リ
ズ
ム
が
整
っ
て
い
な

い
こ
と
な
ど
か
ら
、
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
作
品

が
あ
り
、
残
念
だ
っ
た
。
あ
と
一
息
で
素
晴
ら
し

い
短
歌
に
な
る
作
品
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
継
続

す
る
こ
と
で
短
歌
を
作
る
力
は
磨
か
れ
て
い
く
の

で
、
楽
し
み
な
が
ら
続
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

短
歌
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
家
族
の
こ

と
、
日
々
の
生
活
の
こ
と
、
自
然
を
見
て
い
て
感

じ
た
こ
と
、
自
戒
を
込
め
た
歌
、
社
会
情
勢
か
ら

感
じ
た
こ
と
等
、
ど
の
歌
か
ら
も
思
い
が
伝
わ
っ

て
く
る
。
ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
て
、
ど
ん
な
生
活

を
送
っ
て
い
る
か
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
か
ら
読
み

取
れ
る
。
毎
日
の
ル
ー
テ
ィ
ン
の
中
で
歌
を
詠
ん

で
い
け
る
感
性
は
豊
か
で
素
晴
ら
し
い
。
選
ば
せ

て
い
た
だ
い
た
歌
は
そ
の
ほ
ん
の
一
部
で
は
あ
る

が
、
応
募
作
品
全
て
か
ら
、
そ
の
心
の
内
が
感
じ

ら
れ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
少
年
施
設
の
部
】 

 

応
募
数
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
入
賞
は
第
二
席

ま
で
、
佳
作
は
二
首
と
な
っ
た
。
応
募
数
は
少
な

い
な
が
ら
も
、
ど
の
歌
に
も
正
直
な
心
情
が
表
現

さ
れ
て
い
た
。
現
在
の
気
持
ち
の
表
出
も
あ
れ

ば
、
楽
し
か
っ
た
思
い
出
を
回
想
し
て
い
る
歌
も

あ
り
、
毎
日
の
生
活
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
に
思
い
を

巡
ら
せ
、
短
歌
に
取
り
組
ん
で
い
る
姿
勢
が
見
え

る
。
迷
い
も
見
え
る
が
、
感
謝
の
気
持
ち
を
表
現

し
、
前
向
き
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
姿
が
あ
っ

た
。 

 

と
て
も
良
い
視
点
で
詠
っ
て
い
る
も
の
の
、
短

歌
の
定
型
に
入
り
き
ら
な
か
っ
た
た
め
選
べ
な

か
っ
た
作
品
も
あ
り
、
残
念
だ
っ
た
。
短
歌
の
定

型
に
収
め
る
の
は
難
し
い
場
合
も
あ
る
が
、
短
歌

の
定
型
に
収
め
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
言
葉
の
選

択
や
リ
ズ
ム
を
整
え
る
上
で
助
け
に
な
る
。
さ
ま

ざ
ま
な
思
い
を
表
現
す
る
器
と
し
て
、
短
歌
を
続

け
て
ほ
し
い
と
思
う
。
短
歌
は
心
の
支
え
に
な
っ

て
く
れ
る
。 



１０  

 

第
一
席 

 
 

宿
題
も
風
呂
も
忘
れ
る
夏
休
み 

 
 

 
 

 
 

 
 

札
幌
刑
務
所 

Ｔ
・
Ｋ 

第
二
席 

 
 

初
盆
や
写
経
の
前
に
顔
洗
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

旭
川
刑
務
所 

Ｋ
・
Ｋ 

第
三
席 

 
 

秋
雨
や
い
つ
も
遅
れ
る
君
を
待
つ 

 
 

 
 

 
 

 
 

網
走
刑
務
所 

Ｍ
・
Ｒ 

 

第
一
席 

待
ち
に
待
っ
た
夏
休
み
。
宿
題
な
ん
か
何
時
で
も
で

き
る
と
思
っ
た
子
供
の
頃
を
思
い
出
す
。
こ
ん
な
明
る
い
作
品

に
は
、
久
し
振
り
に
出
合
っ
た
。
躍
動
感
が
溢
れ
る
。 

第
二
席 

そ
の
人
が
逝
っ
て
し
ば
ら
く
経
っ
た
の
だ
が
、
供
養

に
写
経
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
顔
を
洗
っ
て
、
机
に
向
か
う
作

者
の
心
が
清
々
し
い
。
何
よ
り
の
供
養
が
で
き
た
の
だ
。 

第
三
席 

逸
る
気
持
ち
を
持
ち
な
が
ら
遅
れ
て
し
ま
う
相
手

は
、
重
責
の
仕
事
を
担
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
承
知
に

今
日
も
待
っ
て
い
る
作
者
。
微
笑
ま
し
く
心
が
温
ま
る
待
ち
合

わ
せ
の
様
子
、
読
む
選
者
も
嬉
し
い
。 

第
一
席 

 
 

袖
余
る
制
服
身
に
つ
け
新
学
期 

 
 

 
 

 
 

 
 

北
海
少
年
院 

Ｏ
・
Ｙ 

第
二
席 

 
 

さ
く
ら
の
木
さ
い
ご
に
せ
お
う
ラ
ン
ド
セ
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

紫
明
女
子
学
院 

Ｋ
・
Ｒ 

第
三
席 

 
 

一
走
り
霞
む
山
見
て
春
思
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

北
海
少
年
院 

Ｉ
・
Ｈ 

 

第
一
席 

子
供
の
成
長
は
早
い
。
袖
の
長
い
こ
と
を
承
知
し
な

が
ら
い
る
親
の
姿
が
見
え
る
。
年
を
越
し
、
進
級
す
る
こ
ろ
に

は
丁
度
よ
く
な
る
の
だ
。
下
５
の
「
新
学
期
」
が
「
入
学
す
」

で
は
平
凡
で
よ
く
あ
る
句
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

第
二
席 

校
庭
の
端
に
ラ
ン
ド
セ
ル
を
並
べ
て
、
み
ん
な
で
記

念
植
樹
を
し
た
の
だ
ろ
う
。
添
え
木
を
し
て
、
土
を
盛
り
、
水

を
や
り
、
全
て
を
終
え
て
、
最
後
に
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
っ
た

の
だ
。 

第
三
席 

い
つ
も
見
て
い
る
山
々
か
ら
少
し
走
っ
た
と
こ
ろ
で

山
が
霞
ん
で
い
た
。
「
あ
ゝ
春
が
来
て
い
る
！
！
」
と
感
じ
た

の
で
あ
ろ
う
。
季
節
に
敏
感
な
ほ
ど
、
心
身
と
も
健
康
な
の

だ
。 

俳句 

（刑事施設の部・少年施設の部） 

総
評 

【
刑
事
施
設
の
部
】 

 

気
遣
い
、
思
い
遣
い
の
作
品
に
佳
句
が 

多
か
っ
た
こ
と
が
嬉
し
か
っ
た
。
一
方
、 

せ
っ
か
く
の
応
募
が
あ
り
な
が
ら
季
題
の 

入
っ
て
い
な
い
作
品
が
多
か
っ
た
。
俳
句 

は
、
季
題
を
詠
み
込
む
短
詩
で
あ
る
こ
と 

を
再
認
識
し
て
ほ
し
い
。 

 
 

 

 

春
光
を
散
ら
し
て
走
る
ラ
ン
ド
セ
ル 

 

薄
氷
を
ミ
シ
リ
ミ
シ
リ
と
学
校
へ 

 

投
函
の
は
が
き
の
季
語
も
秋
日
和 

 

す
や
す
や
と
鉛
筆
こ
ろ
り
春
の
音 

 

函
館
は
烏
賊
売
り
声
で
夏
が
来
る 

  

選
に
入
れ
た
い
と
思
っ
た
作
品
も
多
々 

あ
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
少
年
施
設
の
部
】 

 

残
念
な
が
ら
応
募
数
が
少
な
か
っ
た
こ 

と
が
惜
し
ま
れ
る
。
５
・
７
・
５
の
短
詩 

作
り
、
一
度
身
に
つ
い
た
こ
と
は
一
生
の 

宝
と
な
り
ま
す
。
日
記
の
文
よ
り
も
１
句 

で
生
涯
忘
れ
な
い
日
を
振
り
返
れ
ま
す
。 

今
回
は
応
募
し
な
か
っ
た
方
々
も
、
是
非 

挑
戦
し
て
く
だ
さ
い
。 

少
年
施
設
の
部 

刑
事
施
設
の
部 

入賞作品展の様子 



 １１ 

 

第
一
席
（
刑
事
施
設
の
部
） 

 
 

 
 

「
雑
」
で
は
な
い
草
た
ち 

 
 

 
 

 
 

 
 

旭
川
刑
務
所 

Ｋ
・
Ｋ 

  
人
に
踏
ま
れ
、
蹴
ら
れ
、
投
げ
捨
て
ら
れ
る 

 

名
前
す
ら
憶
え
ら
れ
な
い
草
た
ち 

 
 

 

雑
草
と
蔑
ま
れ
て
も 

 

大
地
に
し
っ
か
り
根
を
張
っ
て
い
る 

 
 

 

雑
草
な
ど
と
呼
ば
ず 

 

ひ
と
つ
ひ
と
つ
と
し
っ
か
り
向
き
合
え
ば 

 

そ
の
凄
さ
気
付
く
だ
ろ
う 

 
 

 

生
に
対
す
る
貪
欲
な
執
念 

 

ど
ん
な
場
所
で
も
生
き
る
た
く
ま
し
い
生
命
力 

 

他
者
と
の
共
生
を
許
す
協
調
性 

 

様
々
な
種
類
の
葉
を
持
つ
多
様
性 

 

多
く
の
色
鮮
や
か
な
花
の
可
憐
さ 

 

お
淑
や
か
で
慎
ま
し
い
謙
虚
さ 

 
 

 

そ
の
存
在
は
気
高
く
尊
い 

 

誰
か
の
心
を
癒
し
、
和
ま
せ 

 

誰
か
に
ひ
と
時
の
幸
福
感
を
与
え
る 

 

そ
う
い
う
も
の
に
私
は
な
り
た
い 

 
 

詩 

（刑事施設の部・少年施設の部） 

第
二
席
（
刑
事
施
設
の
部
） 

  
 

た
ん
ぽ
ぽ
の
種 

 
 

 
 

 
 

 

札
幌
刑
務
所 

Ｓ
・
Ｆ 

  

た
ん
ぽ
ぽ
の
種
た
ち
は
綿
毛
に
運
ば
れ 

 

風
が
西
に
向
い
て
吹
け
ば 

 

た
ち
ど
こ
ろ
に
命
を
携
え
て
西
に
旅
立
つ 

 
 

 

南
風
や
東
風
も 

 
 

 

も
ち
ろ
ん
北
風
す
ら
同
様
に
従
う 

 

ど
ん
な
風
で
あ
っ
て
も
備
え
は
十
分 

 
 

 

躊
躇
う
こ
と
な
く
飛
び
立
ち 

 

風
に
逆
ら
う
こ
と
を
し
な
い 

 

中
身
は
空
っ
ぽ
の
籾
殻
で
は
な
い 

 

大
事
な
命
が
一
つ
ひ
と
つ
に
あ
る 

 
 

 

風
は
次
の
世
代
の
命
を 

 

広
め
繋
げ
る
の
に
欠
か
せ
な
い 

 
風
向
き
が
ど
う
で
あ
れ
散
ら
ば
っ
て 

 
吹
か
れ
た
ま
ま
富
ん
で
ゆ
く 

 
 

 

辿
り
着
い
た
地
で 

 

多
く
の
種
が
そ
こ
に
芽
を
出
し 

 

明
る
い
未
来
を
見
つ
け
る
仲
間
を
増
や
す 

 
 

 

こ
と
を
使
命
と
し
て
知
っ
て
い
る 

 

野
草
を
よ
く
雑
草
と
い
う
言
葉
で
括
っ

て
し
ま
い
ま
す
が
、
雑
で
は
片
付
け
ら
れ

な
い
生
命
力
、
共
生
を
伴
う
協
調
性
、
多

様
性
、
可
憐
さ
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
野
草

は
、
過
度
な
言
葉
よ
り
人
を
豊
か
に
励
ま

し
て
く
れ
ま
す
。 

 

た
ん
ぽ
ぽ
の
綿
毛
は
、
弱
々
し
く
、

ひ
弱
に
見
え
ま
す
が
、
風
と
語
ら
い
、

未
来
へ
続
く
命
を
立
派
に
紡
い
で
い
る

の
で
す
。 

  

第
三
席
（
刑
事
施
設
の
部
） 

 
 

 
 

 
 

 

鏡
像 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

月
形
刑
務
所 

Ｋ
・
Ｔ 

 
 

 
 

ボ
ク
は
鏡
の
中
の
キ
ミ
に
右
手
を
上
げ
て
み
た 

 
 

鏡
の
中
の
キ
ミ
は
ボ
ク
に
左
手
を
上
げ
て
い
る 

 
 

 

 
 

ボ
ク
は
キ
ミ
に
右
目
を
つ
ぶ
っ
て
み
た 

 
 

キ
ミ
は
ボ
ク
に
左
目
を
つ
ぶ
っ
て
る 

 
 

 

 
 

ボ
ク
は
キ
ミ
に
微
笑
ん
で
み
た 

 
 

キ
ミ
も
ボ
ク
に
微
笑
ん
で
い
る 

 
 

 

 
 

ボ
ク
は
キ
ミ
を
悲
し
い
顔
で
見
た 

 
 

キ
ミ
は
ボ
ク
を
心
配
し
て
い
る 

 
 

ボ
ク
は
キ
ミ
に
心
配
ば
か
り
掛
け
て
い
る 

 
 

キ
ミ
は
ボ
ク
に
悲
し
ん
で
心
配
し
て
い
る 

 
 

 

 
 

ボ
ク
は
自
分
の
姿
（
気
持
ち
）
を
映
し
て
初
め
て 

 
 

キ
ミ
の
心
の
痛
み
を
知
っ
た
よ 

 
 

こ
れ
か
ら
は
キ
ミ
が
微
笑
ん
で
い
る
幸
せ
な
姿
が 

 
 

い
つ
ま
で
も
ボ
ク
の
心
に
映
っ
て
い
ら
れ
る 

 
 

強
い
優
し
さ
を
持
つ
よ 

 
 

二
人
の
心
は
合
わ
せ
鏡 

 
 

  

鏡
に
映
る
ボ
ク
の
表
情
は
憂
い
の
ま

ま
だ
。
今
、
知
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
、

ボ
ク
の
心
か
ら
の
微
笑
み
、
そ
し
て
、

や
さ
し
さ
を
鏡
に
映
し
て
変
わ
っ
て
い

き
た
い
。
鏡
は
ボ
ク
に
そ
う
教
え
て
く

れ
る
の
で
す
。 

総
評 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ど
な
た
か
の
言
葉
に
“
人
は
喉
に
渇

き
を
覚
え
れ
ば
、
水
を
探
す
、
心
に
渇

き
を
覚
え
れ
ば
言
葉
を
求
め
る
”
と
。

心
と
言
葉
を
結
ん
で
生
ま
れ
た
も
の
が

詩
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
全
く
自

分
だ
け
に
宿
る
唯
一
、
自
分
だ
け
の
営

み
と
申
し
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

今
回
、
こ
の
詩
領
域
に
は
、
皆
さ
ん

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
、
情
景
、
悔
恨
等
心

の
奥
を
見
つ
め
て
述
べ
た
も
の
が
専
ら

で
、
多
く
の
作
品
が
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。 

入賞作品展の様子 



１２  

 

第
一
席
（
少
年
施
設
の
部
） 

 
 

 
 

少
年
院
に
来
た
私 

 
 

 
 

 
 

 
 

紫
明
女
子
学
院 

Ｉ
・
Ｍ 

  

私
は
変
わ
れ
る
か
し
ら 

 

楽
し
い
こ
と
た
く
さ
ん
待
っ
て
い
る
か
し
ら 

 

ど
ん
な
辛
い
こ
と
が
待
っ
て
い
る
の
か
し
ら 

 
 

 

こ
の
先
の
こ
と
な
ん
て
誰
も
わ
か
ら
な
い 

 

先
生
も
わ
か
ら
な
い 

 
 

 

先
生
は
す
ご
い
人
た
ち
だ 

 

私
を
応
援
し
て
く
れ
て
い
る 

 

家
族
も
私
を
応
援
し
て
く
れ
て
い
る 

 

今
は
家
族
に
会
え
な
く
て
す
ご
く
辛
い 

 

そ
の
分
先
生
方
が
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
る 

 

私
は
応
援
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
か
ら 

 

変
わ
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
だ 

 

未
来
に
向
け
て
、
希
望
や
不
安
の

入
り
混
じ
る
気
持
ち
を
飾
ら
ず
あ
り

の
ま
ま
表
現
し
て
い
ま
す
。
離
れ
て

わ
か
る
家
族
へ
の
思
い
、
そ
し
て

今
、
支
え
て
く
れ
る
先
生
方
へ
の
思

い
が
、
自
分
の
気
持
ち
を
未
来
へ
と

高
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
思
い
が

真
っ
直
ぐ
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

第
二
席
（
少
年
施
設
の
部
） 

 
 

 
 

少
年
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

北
海
少
年
院 

Ｋ
・
Ｔ 

  

い
く
ら
勉
強
し
て
も
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る 

 

頭
が
悪
い
か
ら
じ
ゃ
な
い 

 

や
っ
て
も
や
っ
て
も
次
々
と 

 
 

 

い
く
ら
働
い
て
も
手
に
入
ら
な
い
も
の
が
あ
る 

 

お
金
じ
ゃ
買
え
な
い
も
の 

 

ど
ん
な
力
も
奪
え
な
い
も
の 

 
 

 

僕
は
何
を
信
じ
て
生
き
て
い
る
の
か 

 

ど
ん
な
答
え
も
夢
み
た
い
に
す
ぐ
消
え
る 

  

新
聞
を
読
む
と 

テ
レ
ビ
を
見
る
と 

 

こ
の
世
界
が
と
ん
で
も
な
く
醜
く
思
え
て
し
ま
う 

 

そ
う
思
う
自
分
に
負
け
な
い
た
め
に 

 

全
て
を
人
の
せ
い
に
し
な
い
た
め
に 

 

今
日
も
勉
強
に
打
ち
込
も
う 

 

す
ぐ
に
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ

る
と
い
う
こ
と
、
お
金
で
は
手
に
入

ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

何
を
信
じ
て
生
き
る
べ
き
か
と
い
う

問
い
に
行
き
当
た
る
自
分
。
価
値
あ

る
も
の
、
確
か
な
自
分
を
求
め
て
、

歩
み
出
す
決
意
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

第
三
席
（
少
年
施
設
の
部
） 

 
 

 
 

草
刈
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

北
海
少
年
院 

Ｏ
・
Ｙ 

 
 

 

 

眩
し
い
陽
射
し
を
浴
び
な
が
ら
、 

 

緑
色
の
絨
毯
が
足
を
く
す
ぐ
る
。 

 

ズ
ボ
ン
に
は
ぽ
つ
ぽ
つ
と
く
っ
つ
き
虫
。 

  

モ
ー
タ
ー
音
を
轟
か
せ
、
く
る
く
る
と 

 

く
る
く
る
と
、
絨
毯
の
お
手
入
れ
。 

 

音
の
な
い
そ
こ
に
は
、
虫
の
声
と
水
筒
の 

 

中
で
鳴
る
、
カ
ラ
ン
コ
ロ
ン
と
い
う
音
。 

  

お
手
入
れ
中
は
、
静
け
さ
を
破
る
。 

 

そ
し
て
緑
の
匂
い
が
、
鼻
を
く
す
ぐ
る
。 

 

お
手
入
れ
を
終
え
た
、
緑
色
の
絨
毯
。 

  

そ
れ
を
見
た
、
自
分
、
先
生
の
笑
顔
は
、 

 

緑
色
の
絨
毯
を
照
ら
す
お
陽
さ
ま
よ
り
も
、 

 

と
て
も
と
て
も
、
輝
い
て
る
。 

  

 

陽
射
し
の
中
で
の
草
刈
り
の
情
景

が
、
優
れ
た
表
現
力
で
描
か
れ
て
い

ま
す
。
手
や
足
に
触
れ
る
感
覚
、
耳

に
聞
こ
え
る
音
、
目
に
映
え
る
緑
、

鼻
を
く
す
ぐ
る
匂
い
な
ど
、
実
に
鮮

や
か
で
す
。
先
生
の
笑
顔
が
光
の
中

で
印
象
的
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

総
評 

 
 

 
 

 
 

 

 

ど
の
作
品
に
も
独
自
の
世
界
が
あ

り
、
生
き
る
こ
と
の
息
吹
が
感
じ
ら
れ

ま
し
た
。
詩
を
書
く
こ
と
は
木
彫
り
の

彫
刻
に
似
て
い
ま
す
。
頭
の
中
の
も
や

も
や
し
て
い
る
も
の
を
、
言
葉
と
い
う

ノ
ミ
を
打
ち
込
み
な
が
ら
、
頭
の
中
の

イ
メ
ー
ジ
を
創
り
な
が
ら
、
一
つ
の
形

あ
る
作
品
に
仕
上
げ
て
い
き
ま
す
。
作

品
と
な
る
こ
と
で
、
彫
刻
は
見
る
人
に

何
か
を
伝
え
ま
す
。
詩
は
、
言
葉
に

よ
っ
て
、
作
品
世
界
を
読
み
手
と
共
有

し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

詩
を
書
く
動
機
は
何
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
作
品
を
読
む
と
、
抱
え
き

れ
な
い
思
い
か
ら
自
分
を
救
い
出
し
た

く
て
詩
を
書
い
た
と
い
う
人
、
突
然
、

頭
に
浮
か
ん
だ
物
語
や
イ
メ
ー
ジ
を
書

い
た
と
い
う
人
、
あ
る
出
来
事
や
出
会

い
が
き
っ
か
け
で
書
い
た
と
い
う
人
、

何
と
な
く
書
き
た
く
な
っ
た
と
い
う
人

な
ど
、
書
き
た
い
理
由
は
様
々
だ
と
思

い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

書
か
れ
た
詩
は
、
書
か
れ
た
作
品
世

界
は
、
読
む
人
と
共
有
さ
れ
ま
す
。
つ

ま
り
読
む
人
と
の
間
に
見
え
な
い
つ
な

が
り
が
生
ま
れ
ま
す
。
誰
も
が
詩
を
書

き
た
い
と
思
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
詩
を
書
き
た
い
と
思
う
こ
と
、
詩

を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
の
か

け
が
え
の
な
い
個
性
で
す
。
間
違
い
な

く
個
性
で
す
。
書
か
れ
た
詩
は
、
同
じ

も
の
が
二
つ
と
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

詩
を
書
く
こ
と
は
、
新
し
い
自
分
を

生
み
出
す
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
詩

を
書
く
と
き
に
、
自
分
の
思
い
に
合
う

言
葉
を
探
す
こ
と
は
、
時
に
は
苦
し
い

作
業
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
て
出
来

上
が
っ
た
作
品
は
、
自
分
の
か
わ
い
い

分
身
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
形
作

る
確
か
な
手
段
に
な
る
こ
と
で
し
ょ

う
。 

 
 



 １３ 

 

随筆（刑事施設の部） 

 作  者 タイトル 講   評 

第一席 
札幌刑務支所 

Ｉ・Ｃ 
「食」は元気の素 

 この題名に異を差しはさむ人はいないのでは？食事、食べる

行為は、原始の大昔から今日、明日、明後日へと連綿と続く営

みです。人種、民族により食材や味覚に違いはあれど、食事を

取ることは正しく生命の営み、健康の源です。 

第二席 
月形刑務所 

Ａ・Ｈ 
坐ってみた 

 とある縁で手にした仏教書から、深まる自己凝視。心と身体

の束縛を解き放し、一歩一歩、身心脱落、只管打坐の境地に至

る変容ぶりが読み手にも伝わってきます。 

第三席 
札幌刑務支所 

Ｔ・Ｍ 

人生で大切な人と囲む 

食卓、家庭の味 

 家族揃って、食卓を囲んでの和やかな様子を紹介してくれま

した。家族の幸せ、絆、原点はここから生まれ、これ以外には

ありません。正にここ。 

 今年度、随筆の部門には、道内５施設から１３点に及ぶ作品が寄せられました。今夏は昨年以上、記録的とも言える猛

暑の中、原稿用紙に向かっている皆さんを想像しながら読みました。                                             

 寄せられた作品は、身辺生活に材を求めたものが多く、食事のこと、家庭の味、坐禅また金時豆の選定など日頃見聞し

たり、体験した事柄に自身の思いを付与し、その内容は様々です。書き手としての皆さんの息づかいが伝わってきます。 

読書感想文（刑事施設の部） 

 作  者 タイトル 講   評 

第一席 
札幌刑務所 

Ｈ・Ｔ 

「わたしを離さないで」

を読んで 

 科学の進歩の裏に潜む無慈悲、非情、冷酷さを描いたカズ

オ・イシグロの代表的な小説で、映画にもなりました。作品を

丁寧に読み、得られた思いを無理なく書き述べております。 

第二席 
旭川刑務所 

Ｙ・Ｈ 

「思う」ということの 

大切さ 

 稲盛和夫氏の経営哲学の骨子は、「思う」であり、「思い」

です。それは何事も「前向きに（積極的にの意味）」「手堅く

（堅実にの意味）」そして「着実に（確実に行うの意味）」と

いうことでした。読み捉えたあなた。この哲理をあなたご自身

の今後の任務、役割分担に活かしてください。 

第三席 
釧路刑務支所 

Ｉ・Ｎ 

「ラーゲリより愛を込め

て」を読んで 

 今次大戦下、酷寒の地シベリアで戦争捕虜として抑留され、

落命した日本人は10万人余とも言われております。強い意志

の下、同胞が助け合う様子を描いたルポルタージュ小説。作品

から得た力強い感想と決意を大切にされますように。 

 今年度、読書感想文の部門には、道内７施設から２７点に及ぶ作品が寄せられました。この領域の基本は申すまでもな

く、本、書籍です。その本を読んで得られた感想、すなわち考えさせられたこと、感じたことが土台になります。 

 今回、入賞した作品に共通しているのは、感想の中心が明確になっていること。同時に、作品から得られた自分なりの

決意や考えが深められ、強く打ち出された点が共通しております。 



１４  

 

 作  者 タイトル 講   評 

第一席 
北海少年院 

Ｉ・Ｈ 
少年院と私 

 語られるリズムが伝わってきます。少年院での生活を振り返

り、気づいたこと、学んだこと、生きている喜びなどが生き生

きと表現されています。最も大きな気づきは、客観的に見た自

分と、支えてくれる人の存在。感謝の思いと新しい自分づくり

に向けて歩む決意が、心の底に広がるのを感じます。 

第二席 
北海少年院 

Ｓ・Ｒ 

少年院で気づいた 

こと 

 少年院でのたくさんの気づきと学びが語られています。日常

の当たり前であることの幸せ、それを奪われた被害者の思い。

後悔の思いを持ちながら、自分の人格形成に良い影響を与え、

自分を成長させる方法も学びました。先生や家族、仲間に感謝

しつつ、自分を見つめ、地に足をつけて歩き出しています。 

第三席 
北海少年院 

Ｓ・Ｉ 
守ることの大切さ 

 ルールを守るのは何のためかという大事な問いに正面から向

き合い、一歩ずつ考えを深める姿が伝わってきます。人や自分

を守るためのルール・法律。それらを守って生活することの大

事さ。自問自答を重ね、着実に理解を深め、社会人としての自

分の未来を描く力が備わってきました。 

 人が変わるとはどのようなことか、人が成長するとはどのようなことか。それぞれの作品を読んで考えさせられ

ました。自分を振り返る時間。その中で、自分の身近にいて言葉をかけ、心配し、話を聞き、粘り強く自分に関

わってくれる存在、教官の存在の大きさがどの作品にも書かれていました。人を変えるのは人。例え家族との関係

が気まずい時でも、身近にいて自分を気にかけてくれる存在の有難さが、それぞれ違う表現ではっきりと語られて

いました。 

 自分を振り返ることで見えてきたこと、それは、客観的な自分の姿です。これまでの自分の歩いてきた道、仲間

との関係、自分の過ちや被害者の思い、自分を心配する人の存在。振り返る中で、自分のこれからの生き方、自分

の未来を考える力が育ってきています。狭い世界ではなく、広い社会の中での自分の幸せややりがい、居場所を考

える力です。新しい自分づくりの大事な土台となる力です。 

 さて、自分と向き合うことを促したものの、それは、人との出会いや言葉との出合いです。先生の言葉、家族の

言葉、講師の先生の経験談、仲間の言葉や行動、本との出合いなど、実に様々です。それらとの出会いを通して、

自分を見つめる目が深くなり、また周りを見る目が優しくきめ細かくなりました。ゆっくり考えること、立ち止

まって考えることは、やはり大事です。そして、いつも思うのは、書くことは考えることです。また、書くことは

ゆっくり自分を見つめることです。その中で見えてきた思いや考え、「なりたい自分」は本物です。 

 書いてみると、もう一人の自分が現れます。その自分の前ではウソは書けません。心に照らしながら、書いたり

書き直したりします。そのような作業を繰り返しながら、書くことはいつの間にか自分を成長させてくれます。成

長した自分は、将来の自分のどこかに必ず生きています。 

 「書くこと」で鍛えた自分が、迷った自分に対して知恵と勇気を与え、正しい判断の後押しをしてくれる優しく

て強い自分になると信じます。 

作文（少年施設の部） 

 毎年開催している作品展で

は、各部門の入賞作品等を展

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】 

入賞作品展の様子 
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