
   

 

どさんこ 

 

 第６７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）  

【札幌矯正管区フロントページ】 

 入賞作品等を展示する作品展

を毎年開催しています。 開催予

定は、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。 



   

 

写生画 第一席 

『 

初
夏 

』 

 

旭
川
刑
務
所 

Ａ
・
Ｙ 

 

画
面
一
杯
に
緻
密
な
点

描
で
表
現
し
た
努
力
作
で

す
。
色
彩
も
多
彩
で
素
晴

ら
し
い
反
面
、
点
描
が
単

調
で
少
々
マ
ン
ネ
リ
的
に

な
り
、
緑
の
新
鮮
さ
や
初

夏
の
爽
や
か
さ
が
表
現
で

き
な
か
っ
た
の
が
惜
し
ま

れ
ま
す
。 

 

写生画 第二席 

『 

静
秋 

』 

 
  

旭
川
刑
務
所 

Ｉ
・
Ｙ 

 
暖
色
系
の
色
彩
を
中
心

に
、
点
描
の
重
ね
塗
で
表

現
し
た
技
法
で
、
秋
色
の

雰
囲
気
を
見
事
に
描
い
て

お
り
ま
す
。
描
く
対
象
物

に
よ
り
、
色
々
と
描
く
技

法
を
工
夫
し
、
画
面
全
体

か
ら
暖
か
い
秋
の
空
気
が

伝
わ
っ
て
く
る
作
品
で

す
。 

写生画 第三席 

『 

過
去
が
咲
い
て
い
る
今
、 

 

未
来
の
蕾
で
一
杯
な
今 

』 

 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｋ
・
Ｋ 

 
 

 
 

 
 

 

大
ま
か
な
筆
使
い
と
大
胆

な
構
図
で
力
強
い
作
品
で

す
。
色
調
も
程
よ
く
配
合
さ

れ
、
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
お

り
、
強
く
見
た
人
に
印
象
付

け
る
絵
で
す
。 

 

総
評 

 

写
生
画
は
、
作
者

が
描
く
対
象
物
か
ら

受
け
た
感
動
や
印
象

を
ど
の
よ
う
に
表
現

す
る
か
が
問
わ
れ
る

絵
画
で
す
。
こ
の
部

門
で
は
、
作
者
の
描

く
意
図
が
明
確
で
、

独
自
の
視
点
で
特
徴

の
あ
る
表
現
と
観
察

力
が
優
れ
た
作
品
が

入
賞
作
品
と
な
り
ま

し
た
。 

1 

絵画部門 
（刑事施設） 



２  

 

自由画 第一席 

『  

夢
宮
島  

』 

 
  

 

月
形
刑
務
所 

Ｎ
・
Ｔ 
 

 

題
材
に
独
自
性
が
あ
り
、
見

る
人
に
色
々
な
こ
と
を
連
想
さ

せ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
で
す
。

筆
使
い
も
自
由
闊
達
で
、
楽
し

ん
で
絵
を
描
い
て
い
る
こ
と
が

想
像
さ
れ
ま
す
。
型
に
と
ら
わ

れ
な
い
大
胆
な
描
き
方
と
細
か

な
描
き
方
の
両
方
で
表
現
し
て

お
り
ま
す
。 

自由画 第二席 

『 

花
和
尚 

魯
知
深 

』 

 
 

月
形
刑
務
所 

Ｔ
・
Ｔ 

 
 

 

迫
力
あ
る
表
現
で
強
い
印

象
を
与
え
る
作
品
で
す
。
画

面
全
体
を
丁
寧
に
描
写
し
て

お
り
、
色
々
な
技
法
を
駆
使

し
て
描
い
て
い
る
力
作
で

す
。 

自由画 第三席 

『 

武
者
絵
平
将
門 

』 

 
 

函
館
少
年
刑
務
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｙ
・
Ｈ 

 

 

絵
の
細
部
ま
で
描
写

が
行
き
届
い
て
お
り
、

作
者
の
誠
実
さ
が
絵
で

表
現
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
一
本
一
本
の
線
の

丁
寧
な
描
き
方
や
色
彩

の
美
し
さ
が
こ
の
絵
の

素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
で

す
。 

 

総
評 

 

こ
の
部
門
で
は
、

色
々
な
題
材
の
絵
や

様
々
な
描
く
技
法
を
工

夫
し
た
絵
等
が
見
ら
れ

ま
し
た
。
一
筆
一
筆
、

丁
寧
な
描
写
を
し
た

絵
、
反
対
に
大
ま
か
な

筆
使
い
に
よ
る
力
強
さ

の
表
現
等
、
色
々
な
個

性
的
な
作
品
も
見
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
中
で
も

何
を
ど
の
よ
う
に
描
く

か
、
目
的
を
明
確
に
持

ち
表
現
し
て
い
る
絵
、

作
者
が
独
自
の
描
き
方

を
し
て
い
る
絵
が
入
賞

し
ま
し
た
。 



 ３ 

 

書道部門
（刑事施設） 

第一席 

『 

學
書
貴
弄
翰 

』 

 
 

 
 

網
走
刑
務
所 

Ｗ
・
Ｎ 

 

こ
れ
ま
で
に
積
み
重
ね
て
き
た

学
書
を
ひ
け
ら
か
す
こ
と
な
く
、

悠
々
と
、
し
か
も
堂
々
と
し
た
運

筆
が
貫
通
し
爽
快
な
一
作
で
す
。

四
千
年
も
の
漢
字
の
歴
史
と
そ
の

書
体
へ
の
眼
差
し
を
さ
ら
に
深

め
、
楽
し
く
書
い
て
く
だ
さ
い
。 

『 

光
明
皇
后 

楽
殻
論 

』 
 

 

旭
川
刑
務
所 

Ｙ
・
Ｈ  

 

古
来
か
ら
尊
ば
れ
て
き

た
書
聖
・
王
義
之
の
「
楽

毅
論
」
が
奈
良
時
代
に
移

入
さ
れ
、
光
明
皇
后
が
臨

書
し

た

と
伝

え

ら
れ

る

凛
々
し
い
書
で
す
。
一
画

一
画
、
縦
画
横
画
の
生
き

生
き
と
し
た
書
線
は
全
体

に

み

な

ぎ

り
、
引

き

締

ま
っ
た
臨
書
作
品
で
す
。 

第二席 

第三席 

『 

臥
薪
嘗
膽 

』 

 
 

札
幌
刑
務
支
所 

Ｓ
・
Ｒ 

 

こ
の
言
葉
の
由
来
に
満
ち
満
ち

る
人
間
の
業
の
深
さ
を
教
え
ら
れ

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
か
ら

に
じ
み
出
る
気
概
に
感
嘆
で
す
。

気
骨
あ
る
一
作
で
す
。
「
艱
難
汝

を
玉
に
す
る
」
の
名
言
も
加
え

て
、
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

 総
評 

 

各
々
の
場
か
ら
の
書
作
品
を
前
に
、
し
っ
か
り
と
丁

寧
に
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
制
作

時
は
、
北
の
地
と
は
思
え
ぬ
程
の
猛
暑
日
で
、
集
中
す

る
書
作
は
厳
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
悠

然
と
ご
自
身
の
持
ち
得
る
書
法
を
発
揮
さ
れ
た
一
作
に

は
感
嘆
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
今
回
は
多
字
数
に
な

る
臨
書
作
品
が
少
な
く
、
細
々
と
し
て
い
ま
す
の
は
残

念
で
す
。
半
切
の
長
い
紙
で
な
く
と
も
半
紙
に
５
、
６

文
字
で
も
い
い
の
で
、
是
非
挑
戦
し
て
く
だ
さ
い
。
書

の
ル
ー
ツ
、
王
義
之
の
書
を
習
い
、
流
麗
で
温
雅
、
端

正
な
書
の
筆
運
び
を
知
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
こ
の
過
程

こ
そ
が
自
分
磨
き
で
す
。 



４  

 

ペン書道部門

（刑事施設） 

第一席 

『 

我
が
更
生 

』 

 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ａ
・
Ｋ 

 

難
し
い
題
材
を
見
事
に
扱
い

ま
し
た
。
ゴ
シ
ッ
ク
体
と
明
朝

体
の
文
字
の
迫
力
に
驚
か
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
台
紙
に
レ
ン

ガ
柄
を
取
り
入
れ
、
全
体
を
整

え
ま
し
た
。
手
間
の
か
か
る
労

作
で
し
た
。 

第二席 

『 

梁
塵
秘
抄
歌
謡                              

   

（
後
白
河
法
皇
）
の
布
袋 

』 

 
 

 

旭
川
刑
務
所 

Ｙ
・
Ｈ 

 

 

布
袋
さ
ん
を
大
き
く
表
現
し

て
、
文
章
と
一
致
さ
せ
て
い
ま

す
。
筆
ペ
ン
を
う
ま
く
使
い
、

文
字
も
読
み
や
す
く
面
白
い
作

品
で
す
。 

 

第三席 

『 

超
越 

』 

 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｗ
・
Ｙ 

 

流
れ
る
よ
う
な
行
書
で
「
走

に
ょ
う
」
を
う
ま
く
書
き
ま
し

た
。
双
鉤
塡
墨
（
そ
う
こ
う
て

ん
ぼ
く
）
と
い
っ
て
文
字
の
輪

郭
を
う
ず
め
る
の
は
大
変
な
こ

と
で
す
。
バ
ッ
ク
の
ピ
ン
ク
色

も
丁
寧
に
塗
れ
ま
し
た
。 

 

総
評 

 

ど
ん
な
内
容
の
作
品
を
書
こ
う
か
と
い
ろ
い
ろ
考
え
て
工
夫
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
題
材
を
決
め
る
ま
で
が
作
品
づ
く
り
の
大
半
で

す
。
強
く
訴
え
る
言
葉
の
重
み
を
受
け
取
り
な
が
ら
拝
見
し
ま
し

た
。
般
若
心
経
は
一
字
一
仏
と
い
っ
て
丁
寧
に
書
か
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
こ
に
選
ば
れ
た
作
品
は
、
時
間
を
か
け
て
工
夫
さ
れ
た
目

に
止
ま
る
も
の
ば
か
り
で
し
た
が
、
日
常
の
ペ
ン
書
道
は
役
に
立

つ
文
字
を
書
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
①
読
み
や
す
い
、
②
正

し
い
文
字
、
③
速
く 

書
け
る
よ
う
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。 

令和５年度の入賞作品展の様子（札幌駅前通地下広場 チ・カ・ホ） 



 ５ 

 

絵画部門 
（少年施設） 

 

総
評 

 

応
募
作
品
数
が
少
な
く
、
入

賞
に
該
当
す
る
作
品
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
佳
作
に
選
ん
だ

作
品
は
、
小
品
で
す
が
、
彩
色

の
方
法
に
工
夫
が
見
ら
れ
、
魅

力
的
な
作
品
で
す
。 

ペン書道部門

（少年施設） 

第二席 

『 

無
題 

』 

 

北
海
少
年
院 

Ｏ
・
Ｓ 

 

用
紙
全
体
を
見
て
、
こ

れ
位
の
文
字
の
大
き
さ
は

読

み

や

す

く
、
字

形

も

し
っ
か
り
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。 

 

総
評 

 

誤
字
が
あ
っ
て
は
、
作
品
展
で
は
展
示
で
き

ま
せ
ん
。
わ
ず
か
「
点
一
個
」
足
り
な
い
だ
け

で
も
通
用
し
ま
せ
ん
。
一
生
懸
命
に
書
い
た
作

品
を
丁
寧
に
拝
見
し
ま
し
た
。
心
が
伝
わ
っ
て

来
ま
し
た
。 

佳作 『 月の明かりが指す場所 』 紫明女子学院  M・K 

佳作 『 無題 』 北海少年院 M・S 佳作 『 無題 』 北海少年院 M・S 



６  

 

書道部門
（少年施設） 

第一席 

『 

神
光
照
天
地 

』 

 

北
海
少
年
院 

Ａ
・
Ｈ 

 

ひ
と
筆
一
筆
の
重
厚
な

線
が
次
々
の
画
を
成
し
、

し
っ
か
り
と
し
た
文
字
姿

を
書
き
き
り
ま
し
た
。
五

文
字
の
調
和
も
見
事
で

す
。
堂
々
と
し
た
筆
力
は

勇
ま
し
く
、
紙
面
を
よ
り

大
き
く
見
せ
て
い
ま
す
。 

第二席 

第三席 

『 

我
心
固
非
石 

』 

 
 

北
海
少
年
院 

Ｏ
・
Ｙ 

 

複
雑
な
文
字
、
簡
素
な
文

字
の
組
み
合
わ
せ
は
、
大
変

難
し
い
も
の
で
す
が
、
こ
の

作
品
は
文
字
逹
が
互
い
に
良

く
、
協
調
し
合
い
、
面
を
引

き
立
て
て
い
ま
す
。

「
心
」
、
「
非
」
が
輝
き
ま

す
。 

『 

白
砂
青
松 

』 

 
    

紫
明
女
子
学
院 

Ｉ
・
Ｍ 

 

ど
の
文
字
に
も
正
確
な
角
度

を
成
し
、
清
ら
か
な
文
字
姿
の

一
作
で
す
。
「
白
砂
青
松
」
の

言
葉
の
意
を
汲
み
、
青
墨
を
使

用
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

よ
う
な
半
紙
の
漢
字
作
品
は
、

単
に
弱
さ
に
な
り
惜
し
い
で

す
。 

 

 

総
評 

 

今
年
も
一
枚
一
枚
丁
寧
に
書
か
れ
た
作
品
が
集
ま
り
ま
し
た
。
各
々
の
場
で

共
通
の
言
葉
に
集
中
し
た
た
め
に
難
し
か
っ
た
方
も
い
ら
し
た
か
と
思
い
ま

す
。
二
文
字
で
も
三
文
字
で
も
、
自
分
ら
し
い
言
葉
と
向
き
合
っ
て
ほ
し
い
で

す
。
今
回
は
一
文
字
で
の
作
品
が
一
点
、
好
ま
し
く
拝
見
し
ま
し
た
。
た
だ
、

も
っ
と
文
字
の
持
つ
意
味
を
調
べ
て
く
だ
さ
い
。
文
字
の
成
立
を
知
る
と
表
現

も
多
様
に
膨
ら
み
ま
す
。
好
き
な
書
体
を
見
つ
け
て
半
紙
い
っ
ぱ
い
に
大
き
く

書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
自
分
ら
し
い
書
に
出
合
っ
て
く
だ
さ
い
。 佳作 『 青松白波 』  

紫明女子学院 O・Y 

佳作 『 山川三千里 』        

  北海少年院 Ｉ・Ｎ 

佳作 『 七夕伝説 』  

紫明女子学院 Ｉ・Ａ 



 ７ 

 

写生画 佳作 

 『 記憶 』 函館少年刑務所 Y・H 

写生画 佳作 

 『 幸せを君に 』 札幌刑務支所 Ｓ・Ｒ 

写生画 佳作 

 『 華瓶の花 』 釧路刑務支所 O・S 

自由画 佳作 

 『 師匠 』 札幌刑務所 O・S 

自由画 佳作 

 『 Lay Dis Body Down 』 函館少年刑務所 Y・K 

自由画 佳作 

 『 月夜に舞ふ龍と桜 』 月形刑務所 Ｍ・Ｙ   



８  

 

 書道（刑事施設の部） 佳作 

 『 蟹 』 旭川刑務所  S・T 

書道（刑事施設の部） 佳作 

 『 決定 』 月形刑務所 Ｈ・Ｙ 

ペン書道（刑事施設の部） 佳作 

 『 新年のあいさつ 』  

      月形刑務所  Ｈ・Ｙ 

書道（刑事施設の部） 佳作 

 『 世代 』 月形刑務所  Ｓ・N 

ペン書道（刑事施設の部） 佳作 

 『 支えられて生きてる喜び 』 

       札幌刑務支所  Ｋ・Ｍ 

ペン書道（刑事施設の部） 佳作 

 『 きっと大丈夫 』 

     札幌刑務支所 Ｋ・Ｍ 

令和５年度の入賞作品展の様子（札幌駅前通地下広場 チ・カ・ホ） 



 ９ 

 

第
一
席 

 
 

 

梅
の
木
に
つ
が
い
の
目
白
が
訪
れ
て 

 
 

 
 

 
 

今
日
の
よ
い
事
こ
れ
が
二
つ
目 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

札
幌
刑
務
所 

Ｈ
・
Ｙ 

第
二
席 

 
 

 

青
に
な
れ
ば
カ
ッ
コ
ウ
と
鳴
る
信
号
機 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

四
季
を
通
じ
て
こ
こ
は
春
の
野 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

札
幌
刑
務
支
所 

Ｎ
・
Ｓ 

第
三
席 

 
 

 

陽
気
者
演
じ
た
日
々
の
仮
面
脱
ぎ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

未
来
へ
向
け
て
泣
き
顔
洗
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｓ
・
Ｙ 

 

第
一
席 

梅
の
木
に
目
白
の
つ
が
い
が
訪
れ
て
い
る
情
景
が
ま
ず
浮
か
ん
で
く 

 
 

る
。
こ
の
よ
う
な
情
景
を
詠
ん
だ
歌
は
あ
り
そ
う
だ
が
、
こ
の
情
景
を
二
つ 

 
 

目
の
良
い
こ
と
と
し
て
詠
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
独
自
性
が
あ
り
、
爽
や
か
な 

 

 
 

印
象
を
残
す
。
一
つ
目
の
良
い
こ
と
は
、
す
で
に
あ
っ
た
。
ど
ん
な
良
い
こ 

 
 

と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
を
馳
せ
た
く
な
る
。
日
々
前
向
き
な
気
持
ち
で 

 
 

過
ご
し
て
い
る
作
者
だ
か
ら
こ
そ
、
何
気
な
い
風
景
を
良
い
こ
と
と
の
出
会 

 
 

い
の
風
景
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。 

  

第
二
席 

横
断
歩
道
を
渡
る
時
に
誰
も
が
カ
ッ
コ
ウ
の
声
を
当
た
り
前
の
よ
う 

 
 

に
聞
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
信
号
が
点
滅
し
て
カ
ッ
コ
ウ
の
声
が
終
わ
り
そ 

 
 

う
に
な
る
と
慌
て
て
横
断
し
た
り
す
る
。
し
か
し
、
作
者
は
そ
こ
に
春
の
野 

 
 

を
見
た
。
し
か
も
四
季
を
通
じ
て
ど
ん
な
お
天
気
で
も
。
こ
ん
な
ふ
う
に
捉 

 
 

え
ら
れ
た
ら
、
車
が
行
き
交
う
騒
々
し
い
都
会
の
空
間
も
一
変
し
て
明
る
い 

 
 

世
界
に
変
わ
る
。
同
じ
情
景
の
中
に
あ
っ
て
、
何
を
見
て
、
何
を
心
に
響
か 

 
 

せ
る
か
は
体
験
す
る
者
に
委
ね
ら
れ
る
。
交
差
点
を
春
の
野
と
し
て
見
る
素 

 
 

晴
ら
し
い
短
歌
が
生
ま
れ
た
。 

  

第
三
席 

時
間
的
経
過
と
と
も
に
変
化
し
て
き
た
心
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
心
で 

 
 

泣
い
て
い
る
時
も
陽
気
に
振
舞
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
演
じ
る
日
々
は
辛 

 
 

か
っ
た
だ
ろ
う
。
仮
面
を
脱
ぐ
と
素
の
ま
ま
自
分
が
現
れ
、
そ
の
自
分
は
泣 

 
 

い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
泣
い
て
い
る
自
分
も
正
直
に
受
け
止 

 
 

め
ら
れ
た
か
ら
、
未
来
へ
と
足
を
踏
み
出
そ
う
と
顔
を
洗
う
こ
と
が
で
き 

 
 

た
。
涙
を
拭
い
去
っ
た
ら
前
へ
進
む
力
が
生
ま
れ
た
だ
ろ
う
。
未
来
へ
の
希 

 
 

望
が
見
え
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 

 
 

 

君
と
会
う
途
端
に
弾
む
我
が
心 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

こ
れ
が
恋
か
と
頬
染
ま
り
ゆ
く 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

北
海
少
年
院 

Ｓ
・
Ｙ 

第
二
席 

 
 

 

ス
ー
パ
ー
で
お
母
さ
ん
気
分
お
買
い
物 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ル
ン
ル
ン
だ
け
ど
予
算
オ
ー
バ
ー 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

紫
明
女
子
学
院 

Ｉ
・
Ａ 

  

第
一
席 

恋
し
て
い
る
自
分
を
素
直
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
歌
は
若
者
に
し
か 

 
 

詠
え
な
い
。
ま
さ
に
恋
し
て
い
る
君
に
会
う
だ
け
で
心
臓
が
ド
キ
ド
キ
し 

 
 

て
、
心
は
弾
む
。
君
に
会
う
た
だ
そ
れ
だ
け
で
自
分
の
状
態
が
す
っ
か
り
変 

 
 

わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
「
途
端
」
と
い
う
言
葉
が
如
実
に
語
っ
て
い 

 

 
 

る
。
そ
し
て
、
「
こ
れ
が
恋
な
ん
だ
」
と
実
感
し
て
い
る
。
顔
が
熱
く
な
り 

 
 

き
っ
と
頬
も
赤
く
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
恋
し
て
い
る
自
分
を
そ
の
ま 

 
 

ま
に
表
現
し
て
、
瑞
々
し
い
恋
の
歌
に
な
っ
た
。 

  

第
二
席 

お
母
さ
ん
か
ら
ス
ー
パ
ー
で
の
買
い
物
を
任
さ
れ
て
誇
ら
し
く
嬉
し
い 

 
 

気
持
ち
が
「
ル
ン
ル
ン
」
に
表
れ
て
い
る
。
実
際
、
お
母
さ
ん
の
気
分
に 

 
 

な
っ
て
、
あ
れ
こ
れ
楽
し
く
籠
に
入
れ
て
い
る
う
ち
に
予
算
を
超
え
て
し 

 
 

ま
っ
た
。
家
計
を
や
り
繰
り
し
て
い
つ
も
買
い
物
を
し
て
い
る
お
母
さ
ん
は 

 
 

や
っ
ぱ
り
す
ご
い
！
と
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
素
直
な
詠
い
ぶ
り 

 
 

か
ら
、
楽
し
く
買
い
物
を
し
て
い
る
様
が
見
え
て
く
る
。
声
に
出
し
て
読
ん 

 
 

で
み
る
と
、
リ
ズ
ム
が
良
く
、
楽
し
げ
な
作
者
の
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で 

 
 

あ
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
。
今
年
は
社
会
情
勢
に
目
を
向
け
た

短
歌
が
少
な
か
っ
た
。
主
に
、
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
短
歌
が
詠
わ
れ
て
い
る
。

真
摯
に
内
観
し
な
が
ら
更
生
に
向
け
て
努
力
し
て

い
る
姿
が
見
え
て
く
る
短
歌
も
あ
っ
た
。
毎
日
の

決
ま
っ
た
生
活
の
中
で
の
発
見
や
気
づ
き
か
ら
、

ま
た
回
想
し
た
り
、
思
い
を
遠
く
へ
羽
ば
た
か
せ

た
り
し
て
、
詠
わ
れ
て
い
る
短
歌
も
あ
り
、
豊
か

な
感
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
応
募
さ
れ
た
作
品
か

ら
、
ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
て
ど
ん
な
生
活
を
送
っ

て
い
る
か
が
読
み
取
れ
る
。
選
ば
せ
て
い
た
だ
い

た
短
歌
は
、
そ
の
ほ
ん
の
一
部
で
あ
る
。
ど
の
作

品
か
ら
も
、
心
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
少
年
施
設
の
部
】 

 

今
年
も
応
募
数
が
少
な
か
っ
た
。
入
賞
は
第
二

席
ま
で
、
佳
作
を
選
ぶ
だ
け
の
応
募
数
が
な
か
っ

た
。
入
賞
し
た
短
歌
は
ど
ち
ら
も
若
者
ら
し
く
素

直
に
伸
び
や
か
に
自
分
の
気
持
ち
を
表
現
し
て
い

る
。
短
歌
は
５
７
５
７
７
の
五
句
三
十
一
文
字
の

定
型
の
中
で
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、

難
し
い
と
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
定

型
で
あ
る
こ
と
が
、
逆
に
表
現
し
た
い
こ
と
を
受

け
止
め
た
り
、
引
き
出
し
た
り
し
て
く
れ
る
助
け

に
な
る
。
今
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
使
い
な
が
ら
、
自

在
に
短
歌
を
作
り
発
信
し
て
い
る
若
者
が
た
く
さ

ん
い
る
。
短
歌
の
ル
ー
ル
は
シ
ン
プ
ル
な
の
で
、

溢
れ
る
思
い
を
短
歌
に
託
し
て
表
現
し
て
み
る
こ

と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
。
き
っ
と
思
い
が
け
な
い
発
見
や
気
づ
き
が
あ

り
、
短
歌
と
い
う
表
現
手
段
を
得
て
良
か
っ
た
と

思
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 



１０  

 

第
一
席 

 
 

お
母
あ
の
手
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
カ
イ
ロ
か
な 

 
 

 
 

 
 

 
 

札
幌
刑
務
支
所 

Ｉ
・
Ｃ 

第
二
席 

 
 

夏
至
の
日
の
終
点
の
な
き
縄
電
車 

 
 

 
 

 
 

 
 

網
走
刑
務
所 

Ｏ
・
Ｍ 

第
三
席 

 
 

縄
を
な
ふ
祖
父
の
一
途
や
冬
構 

 
 

 
 

 
 

 
 

札
幌
拘
置
支
所 

Ｓ
・
Ｊ 

 
 

 

第
一
席 

寒
風
に
曝
さ
れ
て
歩
く
、
ふ
と
母
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
手 

 

 
 

を
入
れ
た
時
、
カ
イ
ロ
と
思
う
ほ
ど
の
「
あ
た
た
か
さ
」 

 
 

を
感
じ
た
の
だ
。
お
母
さ
ん
も
手
を
握
り
返
し
て
く
れ
た 

 
 

の
だ
ろ
う
。 

 

第
二
席 

長
い
夏
至
の
日
な
の
だ
が
、
飽
き
も
せ
ず
に
縄
電
車 

 
 

で
遊
ん
で
い
る
の
だ
。
ボ
チ
ボ
チ
と
お
母
さ
ん
の
声
が
掛 

 
 

か
り
、
お
互
い
に
明
日
の
約
束
を
し
て
我
が
家
に
帰
っ
て 

 
 

い
く
。 

 

第
三
席 

ど
れ
だ
け
の
縄
が
必
要
か
を
十
分
に
知
っ
て
い
る
祖 

 
 

父
、
毎
年
毎
年
自
分
の
担
当
で
あ
る
か
の
よ
う
に
準
備
を 

 
 

す
る
祖
父
に
畏
敬
の
念
を
持
つ
作
者
。
句
と
し
て
は
最
高 

 
 

点
を
あ
げ
た
い
。 

第
一
席 

 
 

嫌
な
こ
と
シ
ャ
ボ
ン
玉
に
思
い
乗
せ 

 
 

 
 

 
 

 
 

北
海
少
年
院 

Ｎ
・
Ｒ 

第
二
席 

 
 

花
見
会
花
び
ら
と
と
も
ま
う
心 

 
 

 
 

 
 

 
 

紫
明
女
子
学
院 

Ａ
・
Ｎ 

第
三
席 

 
 

二
人
だ
け
幸
せ
い
っ
ぱ
い
遊
園
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

北
海
少
年
院 

Ｈ
・
Ｋ 

 

第
一
席 

自
分
だ
け
で
嫌
な
こ
と
を
解
決
し
よ
う
と
思
っ
て
い 

 
 

る
作
者
。
共
感
で
き
る
い
い
句
だ
。 

 

第
二
席 

花
の
終
盤
な
の
だ
。
桜
を
見
た
歓
び
が
落
花
に
混 

 
 

じ
っ
て
心
ま
で
も
が
舞
っ
て
い
る
。
花
び
ら
と
と
も
に
大 

 
 

勢
で
喜
ん
で
い
る
姿
が
見
え
る
。 

 
第
三
席 

冬
か
ら
解
放
さ
れ
た
喜
び
で
遊
園
地
に
集
ま
る
。
そ 

 
 

の
中
で
皆
に
見
ら
れ
な
が
ら
満
足
感
に
浸
っ
て
い
る
。 

 
 

一
生
の
思
い
出
に
な
る
楽
し
い
時
間
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

俳句 

（刑事施設の部・少年施設の部） 

総
評 

【
刑
事
施
設
の
部
】 

 

た
く
さ
ん
の
応
募
を
頂
い
た
が
、
季
題
の

入
っ
て
い
な
い
作
品
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
が

残
念
で
な
ら
な
い
。
少
し
添
削
を
す
る
だ
け

で
佳
句
と
な
る
の
だ
が
、
例
年
の
如
く
作
品

の
添
削
は
し
て
い
な
い
。
殊
に
「
情
」
の
作

品
を
優
先
さ
せ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
少
年
施
設
の
部
】 

 

句
の
数
が
少
な
い
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
句

が
多
い
こ
と
は
、
添
削
の
勉
強
が
足
り
な
い

の
か
と
思
う
。
せ
め
て
１
０
０
句
く
ら
い
の

応
募
を
期
待
し
た
い
。 

少
年
施
設
の
部 

刑
事
施
設
の
部 

令和５年度の入賞作品展の様子（札幌駅前通地下広場 チ・カ・ホ） 



 １１ 

 

第
一
席
（
刑
事
施
設
の
部
） 

 
 

 
 

生
か
さ
れ
て
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

旭
川
刑
務
所 

Ｏ
・
Ｙ 

 

  
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
作
り
の
高
い
塀
の
要
塞
の
よ
う
な
中 

 
 

外
の
別
世
界
に
想
い
を
馳
せ
る 

 
 

 
 

多
く
の
囚
人
の
中
の
一
人 

 
 

だ
い
た
い
同
じ
毎
日 

 
 

泣
い
て
も
、
喚
い
て
も
時
が
来
る
ま
で
は 

 
 

こ
こ
か
ら
出
る
こ
と
は
で
き
な
い 

 
 

 
 

し
か
し
間
違
え
る
な 

 
 

コ
コ
に
入
る
こ
と
は
謝
罪
で
も
罪
滅
ぼ
し
で
も
な
ん
で
も
な
い 

 
 

コ
コ
で
幾
ら
心
を
入
れ
替
え
、
外
の
世
界
に
戻
っ
て
も 

 
 

被
害
者
に
対
す
る
償
い
と
は
な
ら
な
い 

 
 

 
 

だ
か
ら
原
点
に
立
ち
返
り
、
問
題
の
本
質
を
見
つ
け 

 
 

同
じ
こ
と
を
絶
対
に
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
考
え
る
場
所 

 

 
 

被
害
者
へ
の
償
い
と
は
何
か
と
日
々
考
え
、
物
の
大
切
さ
、 

 
 

一
日
の
大
切
さ
、
人
の
想
い
の
大
切
さ 

 
 

そ
し
て
人
の
命
の
尊
さ
や
大
切
さ
と
大
切
な
も
の
を
考
え
る
場
所
で
も
あ
る 

 
 

 
 

だ
か
ら
、
自
分
達
は
コ
コ
で 

 
 

何
事
に
も
我
慢
し
て
耐
え
、
一
歩
ず
つ
前
へ
進
み 

 
 

毎
日
凌
ぎ
を
削
る
コ
コ
は
最
前
線
で 

 
 

数
年
前
ま
で
は
分
か
ら
な
か
っ
た
「
生
か
さ
れ
て
る
」
と
い
う
言
葉 

 
 

善
人
ぶ
っ
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
か
似
非
宗
教
家
が
信
者
を
勧
誘
す
る
時
に
使
う 

 
 

方
便
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た 

 
 

い
や
、
そ
れ
程
に
も
意
識
さ
え
し
て
い
な
か
っ
た 

 
 

 
 

で
も
今
は
わ
か
る 

 
 

自
分
は
多
く
の
人
に
支
え
ら
れ 

 
 

社
会
に
よ
っ
て
「
生
か
さ
れ
て
る
」
と
い
う
こ
と
を 

 
 

コ
コ
の
生
活
で
感
じ
る
今
日
こ
の
頃 

 

詩 

（刑事施設の部・少年施設の部） 

 

第
二
席
（
刑
事
施
設
の
部
） 

  
 

今
と
向
き
合
う 

 
 

 
 

 
 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｓ
・
Ｙ 

 

  
 

い
つ
も
と
変
わ
ら
な
い
償
い
の
一
日
だ
っ
た 

 
 

赦
さ
れ
る
ま
で
作
業
だ
け
を
こ
な
す 

 
 

突
然
名
前
を
呼
ば
れ
て
慌
て
て
返
事
を
す
る 

  
 

小
さ
な
部
屋
へ
連
れ
て
い
か
れ
た 

 
 

強
張
っ
た
顔
の
職
員
に
少
し
た
じ
ろ
ぐ 

 
 

「
君
の
父
親
が
亡
く
な
ら
れ
た
そ
う
だ
」 

  
 

母
の
便
り
を
渡
さ
れ
る 

 
 

ふ
い
に
父
の
顔
が
浮
か
ん
だ 

 
 

足
の
震
え
が
止
ま
ら
な
か
っ
た 

  
 

あ
の
大
き
な
背
中
も 

 
 

タ
バ
コ
臭
い
髪
も 

 
 

い
つ
も
同
じ
服
着
て
て
も 

 
 

全
部
大
好
き
だ
っ
た
の
に 

  
 

こ
ん
な
息
子
で
ゴ
メ
ン 

 
 

ゴ
メ
ン
な
っ
て
堪
え
き
れ
ず 

 
 

声
殺
し
て
泣
い
た 

  
 

俺
が
ま
と
も
な
人
生
歩
ん
で
い
た
な
ら 

 
 

俺
が
罪
を
犯
さ
な
け
れ
ば 

 
 

独
り
じ
ゃ
背
負
い
き
れ
な
い
ほ
ど
の 

 
 

大
き
な
罪
と
重
い
過
去 

  
 

後
悔
が
押
し
寄
せ
る
波
の
よ
う
に 

 
 

こ
の
心
を
咎
め
続
け
る 

 
 

大
切
な
人
を
失
う
と
い
う
こ
と
が 

 
 

こ
ん
な
に
も
辛
い
こ
と
だ
っ
た
な
ん
て 

 
 

俺
は
今
ま
で
何
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う 

  
 

あ
の
大
き
な
い
び
き
も 

 
 

少
し
伸
び
た
髭
も 

 
 

い
つ
も
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
て
も 

 
 

全
部
大
好
き
だ
っ
た
の
に 

  
 

父
さ
ん
正
直
に
言
う
と
ね 

 
 

と
き
よ
り
泣
き
そ
う
に
な
る
く
ら
い 

 
 

父
さ
ん
と
会
い
た
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
だ 

 
 

叶
わ
な
い
と
分
か
っ
て
い
て
も 

 
 

昔
に
戻
り
た
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
だ 

 
 

 
 

い
つ
も
と
変
わ
ら
な
い
償
い
の
一
日 

 
 

赦
さ
れ
る
ま
で
作
業
だ
け
を
こ
な
す 

 
 

格
子
窓
に
閉
ざ
さ
れ
た 

 
 

青
い
空
は
心
の
中
を
見
透
か
し
た
よ
う
に 

 
 

少
し
淋
し
げ
に
写
る 

 
 

父
さ
ん
そ
こ
か
ら
見
て
い
て
下
さ
い 

 
 

私
は
心
の
底
か
ら
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す 

   
 

 

生
き
る
、
生
き
て
い
る
、
確
か
に
こ
れ
は
紛
れ
も
な
い
事
実
だ
が
、
一
歩

引
い
て
考
え
て
み
る
。
果
た
し
て
そ
う
か
・
・
・
と
。
大
切
な
こ
と
を
な
お

ざ
り
に
し
て
い
た
の
だ
。
本
当
は
大
勢
の
人
に
自
分
は
支
え
ら
れ
て
い
た
の

だ
。
そ
れ
が
今
に
な
っ
て
よ
く
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。 

 

短
慮
の
所
為
の
結
果
が
、
今
の
自
分
で
あ
る
。
今
は
亡
き
父

の
た
め
に
も
、
必
ず
更
生
の
道
を
歩
む
と
の
決
意
が
文
脈
か
ら

伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

  

第
三
席
（
刑
事
施
設
の
部
） 

 
 

 
 

 
 

 

ア
ク
リ
ル
板
の
向
こ
う
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

函
館
少
年
刑
務
所 

Ｔ
・
Ｄ 

  
 

ア
ク
リ
ル
板
の
向
こ
う
に
母
が
居
る 

 
 

瘦
せ
細
っ
た
皺
だ
ら
け
の
手
に
胸
が
熱
く
な
る 

 
 

遠
路
は
る
ば
る
有
り
難
う 

 
 

親
孝
行
で
き
る
ま
で
長
生
き
し
て
と
祈
る
ば
か
り 

  
 

ア
ク
リ
ル
板
の
向
こ
う
に
妻
が
居
る 

 
 

笑
顔
の
陰
に
ち
ら
り
と
見
せ
る
疲
れ
た
表
情 

 
 

苦
労
ば
か
り
か
け
て
申
し
訳
な
い 

 
 

更
生
す
る
そ
の
日
ま
で 

ど
う
か
辛
抱
し
て
欲
し
い 

  
 

ア
ク
リ
ル
板
の
向
こ
う
に
我
が
子
が
居
る 

 
 

出
席
が
叶
わ
な
か
っ
た
卒
業
式
に
入
学
式 

 
 

友
達
は
で
き
た
か 

勉
強
は
つ
い
て
い
け
て
い
る
か 

 
 

幼
き
頃
と
変
わ
ら
ぬ
面
影
に
心
癒
さ
れ
る 

  
 

久
々
の
再
会
に
止
め
ど
な
く
溢
れ
る
言
葉 

 
 

永
遠
に
続
け
と
願
う
語
ら
い
の
時
間
も 

 
 

終
了
を
告
げ
る
合
図
で
泣
く
泣
く
打
ち
切
ら
れ
る 

 
 

あ
っ
と
い
う
間
の
三
十
分 

 
 

片
道
四
時
間
で
実
現
し
た
余
り
に
貴
重
な
三
十
分 

  
 

ア
ク
リ
ル
板
越
し
に
ハ
イ
タ
ッ
チ 

 
 

一
人
ひ
と
り
と
ハ
イ
タ
ッ
チ 

 
 

硬
く
冷
た
い
無
機
質
な
手
の
感
触 

 
 

で
も
心
は
確
か
に
温
か
い 

 

 
 

言
葉
は
な
く
て
も
通
じ
合
う
想
い 

  
 

ふ
と
青
空
を
見
上
げ
れ
ば
流
れ
る
雲 

 
 

心
の
中
で
託
す 

想
い
を
乗
せ
て
届
け
と 

 

 

 

冷
た
い
ア
ク
リ
ル
板
を
交
え
て
の
語
ら
い
。
時
間
は
短
い

の
だ
け
れ
ど
、
い
つ
し
か
湧
い
て
く
る
更
生
へ
の
思
い
、
そ
し

て
決
意
。
読
み
手
に
も
そ
れ
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。 

総
評 

 

今
回
、
詩
部
門
（
刑
事
施

設
）
に
は
、
道
内
６
施
設
よ

り
、   

点
に
及
ぶ
作
品
が
寄

せ
ら
れ
ま
し
た
。
傾
向
と
し

て
、
情
景
を
描
い
た
作
品
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
心
の
純
化
に

根
差
し
た
作
品
が
目
立
ち
ま
し

た
。 

 

こ
こ
で
、
戦
前
、
戦
後
と
長

い
間
、
女
性
の
立
場
で
詩
を
書

き
続
け
た
永
瀬
清
子
さ
ん
の
詩

創
作
姿
勢
の
一
端
を
紹
介
し
ま

す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ

い
。
「
詩
と
は
、
記
憶
に
価
す

る
言
葉
の
流
れ
で
あ
る
。
そ
し

て
、
詩
を
書
く
時
は
出
し
惜
し

み
せ
ず
、
中
心
か
ら
最
も
肝
心

な
点
か
ら
書
く
べ
き
だ
。
最
初

の
行
が
、
す
べ
て
の
尺
度
に
な

る
。
又
、
自
分
の
言
葉
を
み
つ

け
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
。
」

と
申
し
て
お
り
ま
す
。 
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１２  

 

 

「
落
ち
た
」
と
い
う
言
葉
が
７
回
繰
り
返
さ

れ
、
一
つ
の
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

「
落
と
し
た
」
で
は
な
く
「
落
ち
た
」
と
い
う

表
現
か
ら
、
静
か
に
振
り
返
る
自
分
が
感
じ
ら

れ
ま
す
。
後
半
、
変
わ
れ
る
こ
と
に
「
気
づ
い

た
」
自
分
。
変
わ
る
可
能
性
へ
の
気
づ
き
と
思

い
は
未
来
へ
の
確
か
な
一
歩
を
確
信
さ
せ
ま

す
。 

第
二
席
（
少
年
施
設
の
部
） 

 
 

 
 

恋
心 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

紫
明
女
子
学
院  

Ｉ
・
Ｍ 

 
 

 

冬
の
満
月
を
見
て
明
る
い
、
と
呟
い
た 

 
 

 

冷
た
い
の
か
暖
か
い
の
か
、
分
か
ら
な
い
光 

 

心
の
波
が
、
高
く
な
る 

 

天
ノ
邪
鬼
な
僕
は
、
そ
っ
ぽ
を
向
い
た 

 
 

 

あ
の
月
が
き
み
の
よ
う
だ
、
と
思
っ
て
し
ま
っ
た 

 

月
よ
、
あ
ま
り
照
ら
さ
な
い
で
く
れ
な
い
か 

 

顔
に
写
る
喜
び
の
色
が
、
隠
せ
な
く
な
る 

 
 

 

あ
ぁ
、
早
く
き
み
に
会
い
た
い 

 
冬
の
明
る
い
満
月
を
見
て
、
ふ
と
、
い
と
し

い
人
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
、
思
わ
ず
恋
し
さ
を

募
ら
せ
る
自
分
。
そ
の
よ
う
な
自
分
へ
の
戸
惑

い
。
空
想
の
世
界
と
現
実
の
世
界
を
行
き
来
し

な
が
ら
、
恋
心
の
や
る
せ
な
さ
、
会
い
た
い
と

い
う
強
い
思
い
が
表
現
の
中
か
ら
率
直
に
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。 

第
三
席
（
少
年
施
設
の
部
） 

 
 

 
 

過
去
の
恋
愛 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

紫
明
女
子
学
院 

Ｏ
・
Ｙ  

 

夜
中
に
目
が
覚
め
て 

あ
な
た
を
想
う 

切
な
い
夜 

あ
の
夏 

君
と
見
た
花
火 

君
が
最
初
で
最
後 

何
度
言
っ
て
も
足
り
な
い 

好
き
の
２
文
字 

 

冷
め
た
日 

あ
な
た
は 

他
人
の
よ
う
に
思
え
た 

一
途
に 

想
え
ば
想
う
ほ
ど 

辛
く
な
る 

も
う
会
え
な
い 

そ
う
思
う
と 

胸
が
痛
む 

別
れ
た
の
に 

記
念
日
の
日 

君
を
思
い
出
す 

今
日
は
君 

明
日
は
あ
な
た 

日
替
わ
り
ラ
ン
チ
み
た

い
な
恋
愛
に 

サ
ヨ
ナ
ラ 

 

君
と
夢
で
会
え
た
ら 

で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
し
た
い 

ハ
グ
し
た
時
の 

安
心
感 

他
に
は
な
い 

一
緒
に
乗
っ
た
観
覧
車 

今
は
も
う
違
う
誰
か
と 

も
う
一
度 

声
が
聞
き
た
い 

側
に
い
た
か
っ
た 

復
縁
し
た
い 

そ
の
一
言
で 

嬉
し
か
っ
た 

繋
い
だ
手 

抱
き
合
っ
た
温
も
り 

ま
た
い
つ
か 

 

天
国
の
君
へ 

守
り
た
か
っ
た 

幸
せ
に
し
た
か
っ
た 

幸
せ
は
２
人
で
共
有
し
よ
う 

 
 

 

 

夜
中
、
目
覚
め
た
時
に
思
い
出
す
過
ぎ
た
日

の
恋
愛
。
「
あ
な
た
」
「
君
」
、
呼
び
交
わ
し

た
言
葉
や
思
い
出
が
次
々
と
心
に
湧
き
上
が
っ

て
き
ま
す
。
確
か
な
温
も
り
の
記
憶
と
と
も

に
、
今
も
消
え
な
い
思
い
や
願
い
が
、
言
葉
の

奥
か
ら
祈
り
の
よ
う
に
立
ち
上
っ
て
感
じ
ら
れ

ま
す
。 

総
評 

 
 

 
 

 
 

 

 

ど
の
詩
か
ら
も
、
今
生
き

て
い
る
と
い
う
実
感
が
み
ず

み
ず
し
く
感
じ
ら
れ
ま
し

た
。 

 

詩
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
世
界
が
あ
り
ま
す
。
作
者

の
思
い
が
、
言
葉
の
花
束
の

よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
、
あ
る

い
は
映
像
の
よ
う
に
展
開
さ

れ
、
心

に

直

接

伝

わ

り

ま

す
。
つ
ま
り
、
詩
は
、
詩
の

世
界
は
、
表
現
を
通
し
て
読

む
人
と
共
有
さ
れ
ま
す
。
書

い
た
人
が
意
図
し
た
か
ど
う

か
は
別
に
し
て
、
切
々
と
綴

ら
れ
た
表
現
や
言
葉
の
結
晶

は
読
む
人
の
心
に
伝
わ
り
ま

す
。
み
ん
な
が
詩
を
書
き
た

い
と
思
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
詩
を
書
き

た
い
と
思
う
こ
と
、
詩
を
書

く
と
い
う
こ
と
は
、
か
け
が

え
の
な
い
個
性
で
す
。
貴
重

な
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
、
言
葉
や
感
性
を
磨
く
こ

と
で
あ
り
、
新
し
い
自
分
を

生
み
出
す
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
詩
を
書
く
こ
と
は
時
に

は
苦
し
い
作
業
で
す
。
し
か

し
、
出

来

上

が

っ

た

作

品

は
、
自
分
の
か
わ
い
い
大
切

な
分
身
で
す
。 

 

ぜ
ひ
他
の
人
の
詩
も
読
ん

で
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
詩
に

描
か
れ
た
世
界
や
独
特
の
表

現
に
触
れ
る
こ
と
で
、
世
界

が
広
が
り
ま
す
。
自
分
の
中

に
眠
っ
て
い
る
感
覚
や
感
性

に
気
づ
く
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
親
し
い
友
と
の
出
会
い

に
似
た
気
が
す
る
、
と
い
う

人
も
い
ま
す
。 

 

詩
を
書
い
た
り
読
ん
だ
り

す
る
こ
と
を
楽
し
み
、
そ
の

中
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
づ
く
り
に
つ
な

が
る
良
い
手
段
と
も
な
る
こ

と
で
し
ょ
う
。 

第
一
席
（
少
年
施
設
の
部
） 

 
 

 
 

可
能
性 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

北
海
少
年
院 

Ａ
・
Ｙ 

  

幼
い
頃
は
テ
ト
ラ
ポ
ッ
ト
に
落
ち
た
。 

 
 

 

小
学
校
五
年
生
で
は
、
初
の
悪
さ
で
信
頼
が
落
ち
た
。 

 

中
学
校
一
年
生
で
は
、
先
輩
と
も
め
て
階
段
か
ら
落
ち
た
。 

 

 

中
学
校
三
年
生
で
は
、
学
校
一
の
悪
人
と
な
り
人
間
性
が
落
ち
た
。 

 
 

 

十
五
歳
の
時
に
は
、
受
験
に
落
ち
た
。 

 

十
七
歳
の
時
に
は
、
悪
名
が
広
ま
り
信
用
が
落
ち
た
。 

 
 

 

そ
し
て
、
十
八
歳
の
時
、
二
度
、
警
察
の
お
世
話
に
な
り
、
身
近
で 

 

支
え
て
く
れ
た
人
の
涙
を
落
と
さ
せ
た
。 

 
 

 

あ
ぁ
し
て
い
れ
ば
、
こ
う
し
て
い
れ
ば
落
ち
こ
ぼ
れ
に
は
な
ら
な 

 

か
っ
た
と
何
度
も
思
っ
て
い
た
け
ど
、
悲
観
す
る
の
に
は
、
ま
だ
早 

 

い
事
に
気
づ
い
た
。 

 

正
当
に
、
そ
し
て
正
直
に
生
き
て
い
る
人
間
を
羨
ま
し
が
る
自
分
が 

 

い
る
と
い
う
事
は
、
か
わ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。 

 
 

 

俺
に
で
き
な
い
事
は
な
い
と
、
ず
っ
と
言
い
き
か
せ
て
き
た
。 

 

つ
っ
ぱ
る
事
が
全
て
じ
ゃ
な
い
。 

 

俺
に
も
真
面
目
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
る
。 



 １３ 

 

随筆（刑事施設の部） 

 作  者 タイトル 講   評 

第一席 
旭川刑務所 

Ｙ・Ｈ 
短歌と出会って 

 俳句と並んで、日本独特の短い詩、短歌。２１世紀の今日に

至るも連綿と続いているのです。その短歌に魅了され、沈潜す

る姿が述べられております。あなたの短歌の結晶ともいえる私

歌集の完成を私も強く願っております。 

第二席 
函館少年刑務所 

Ｈ・Ａ 
簿記のすすめ 

 時間を有効に、また無駄なく利用する、利用したい・・・よ

く耳にします。あなたは、そのことを実際に利用して、立派な

成果を挙げられました。その喜びが読み手にも伝わってきま

す。 

第三席 
函館少年刑務所 

Ｔ・Ｄ 
切手が繋ぐ親子の絆 

 切手の収集は、一時ブームのようになったことがあります。

切手に関して蓄えられたあなたの知識と経験をお子様にも伝え

てあげてください。それは教養を高め、立派な文化の継承にな

るでしょう。 

 今年度、随筆部門には道内６施設より１９点に及ぶ作品が寄せられました。作品をそれぞれ読み、分析、整理してみま

すと、様々な視点からの思いが述べられ、新鮮な感動を覚えました。短歌を通しての自己再生、資格取得に果敢に挑戦す

る姿、趣味を次世代に伝えようとする願いなど、皆さんの心の純化、陶冶に直に接することができました。それはまた、

私にとりましても大きな喜びです。 

読書感想文（刑事施設の部） 

 作  者 タイトル 講   評 

第一席 
札幌刑務支所 

Ｍ・Ｒ 
私の心を守ってくれた本 

 不安と孤独の状態にある今の私。失意の底にある私に、励ま

しと安らぎをもたらしてくれたのは、一冊の本でした。お母様

が用意されたこの本は、あなたを見守り、励まし、立派に社会

復帰されることを強く願っているのですね。 

第二席 
函館少年刑務所 

Ｔ・Y 

『生き方‐人間として大

切なこと』を読んで 

 読み終わって得られた貴重な感想。すなわち、無知で見栄張

りのあなたでしたが、自分を正しく導いてくれた喜びが文章か

ら受け取ることができます。それは、あなたの成長する姿で

す。 

第三席 
月形刑務所 

Ｈ・Y 
賭博者 

 文豪ドストエフスキーには、悪癖がありました。賭け、賭博

をすることです。自らの体験が基になって生まれたこの作品

は、原稿なしの口述によるものです。当時の一般的ロシア人の

財産形成のあり方など興味津々、取り組まれたあなたに敬意を

表するばかりです。 

 今年度、読書感想文部門には、道内６施設から２７点に及ぶ作品が寄せられました。この部門の基本は、本を相手に本

と直接対話することです。注意しなければならないのは、読書イコール小説、物語オンリーではないのです。幅広く多様

な作品、本に接することをお勧めします。読んで心に湧くまとまった考え、感じ方が肝要です。他からの受け売りではな

く、オリジナルな感想、考えが重視されます。筋や内容を紹介するだけでは、感想とは言えません。あくまでも本とあな

たとの対話が基底になります。 



１４  

 

 作  者 タイトル 講   評 

第一席 
北海少年院 

Ｋ・Ｒ 

今までの自分の生活

を振り返り、今の気

持ちや今後について 

 自分を見つめて気づいたこと、先生の教えや集団の活動から

学んだことなどが素直に表現されています。また、そこから得

た力をもとに、自分を変えてきた一つひとつの事柄や挑戦する

自分が書かれていて、今後の目標に向けての強い思いが伝わっ

てきます。 

第二席 
紫明女子学院 

Ｍ・Ｋ 
拝啓、愛するままへ 

 母親への溢れる思いがすみずみまで表現されています。自分

のために食事を作ってくれたり、一緒に泣いてくれたりしたこ

と。どんなに反抗的な自分に対しても愛情を注ぎ続けてくれた

こと。母親の笑顔や怖い顔の思い出。謝罪の言葉を伝えられな

かった後悔とともに、母親への心からの感謝、天国への祈りが

伝わります。 

 今回の作品を読み終えて、次のように感じました。自分を見つめ、自分の心を表現しようとする言葉は、人に伝

わるということ。じっくり考え、言葉を探し、考えや思いを表現する言葉は、共感を得られるということです。自

分の心に向き合った言葉はなぜ伝わるのでしょうか。じっくり振り返ることで、過去の自分や過去から現在への一

つ一つのつながりが見えてきます。また人の気持ちが想像できるようになります。そして、自分の正直な思いが見

えてきます。しかし、それだけでは周りからは見えません。書くときには誰でも自問自答します。自分の思いに

ぴったりの表現だろうか、人に伝わるだろうかと。つまり、書くことは、自分の心に問い、読む人の心にも問いか

けることではないかと思います。そして表現を工夫します。もやもやしていた自分の気持ちや考えは、書くことに

よって、言葉に表してみることによって、だんだんはっきりするものだと思います。言葉は、ウソも、本当も、そ

の中間のことも伝えられます。その特長を生かして、小説や物語が作られます。また、言葉は、ウソや間違った情

報を本当らしく伝えることもできます。しかし、自分について書く文章は、どんなに本当らしく書いてもウソか本

当かは自分が一番よく分かります。自分の前ではウソは書けません。自分に向き合い、自分の考えや思いを書くこ

とは、素直な自分を探し出す良い方法だと思います。書くことで見えてきた思いや考え、「なりたい自分」は本物

です。書くことは、自分を鍛え、人や社会との良いつながりを作り、「なりたい自分」を後押しする智恵と勇気を

与えてくれると信じます。 

作文（少年施設の部） 

法務省矯正局

ホームページ 

矯正職員   

採用ページ 

矯正職員の採用試験に

ついて知りたい方はこ

ちらへ！ 

法務省矯正局

公式X 

法務省公式

YouTube 

法務省の施策など

について、動画で

紹介しています！ 

矯正施設の取り組

みやイベント情報な

どを発信していま

す！ 

矯正施設（刑事施設

（刑務所、拘置所）や

少年施設（少年院、少

年鑑別所））に関する

様々な情報を掲載し

ています！ 
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