
　
道
端
で
拾
っ
て
き
た
犬
を
飼
う
と
い
っ
て
親
に
し
か
ら
れ
た
高
度
成
長
時
代
。
近

所
に
ハ
ト
を
た
く
さ
ん
飼
っ
て
い
る
家
が
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
四
十
年
こ
ろ
は
伝
書

バ
ト
レ
ー
ス
が
最
も
盛
ん
で
、
全
国
で
数
百
万
羽
の
登
録
が
あ
っ
た
と
か
。
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
会
式
で
も
無
数
の
ハ
ト
が
放
た
れ
ま
し
た
。
隣
の
ハ
ト
が
レ
ー
ス

に
出
て
い
た
の
か
は
覚
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
一
定
の
時
間
に
な
る
と
一
羽
、
二
羽
と

小
屋
に
帰
っ
て
く
る
の
が
不
思
議
で
し
た
。
近
年
、
レ
ー
ス
が
か
つ
て
ほ
ど
盛
ん
で

な
い
の
は
、
ハ
ト
が
レ
ー
ス
中
に
全
滅
す
る
な
ど
帰
還
率
の
低
下
し
て
い
る
こ
と
も

原
因
だ
そ
う
で
す
。
都
心
で
厄
介
者
扱
い
さ
れ
て
い
る
ハ
ト
は
元
気
の
よ
う
で
す
が
。
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マ
ン
シ
ョ
ン
に
は
さ
ま
れ
て
営
業
し
て
い
た
り
、

い
つ
の
間
に
か
廃
業
し
て
い
た
り
─
─
床
屋
さ
ん
も
ま
た
、

時
代
の
荒
波
を
乗
り
切
る
の
は
大
変
の
よ
う
で
す
。

か
つ
て
は
こ
ん
な
た
た
ず
ま
い
だ
っ
た
と
い
う

そ
の
見
本
の
よ
う
な
建
物
で
す
。

　「
札
幌
事
始
」（
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
７
）
に

よ
り
ま
す
と
、
札
幌
の
理
髪
店
の
第
一
号

は
明
治
六
、
七
年
（
一
八
七
三
、
四
）
こ

ろ
、
岩
手
県
出
身
の
中
村
重
兵
衛
と
い
う

人
が
南
一
西
一
で
屋
台
の
髪
結
業
を
営
ん

ネ
ン
ト
が
日
本
で
も
広
が
っ
て
お
り
、
理

容
・
美
容
の
仕
事
も
ハ
イ
カ
ラ
の
先
端
を

い
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
建
物
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
大
正
期
の

理
髪
店
を
再
現
し
た
と
い
う
店
内
調
度
、

器
具
類
に
も
懐
か
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す

の
で
、
年
配
の
方
に
は
お
勧
め
で
す
。

〝
床
屋
の
ハ
イ
カ
ラ
〟

細
か
い
意
匠
で
表
す
。

旧
山
本
理
髪
店 

─
─
大
正
末
期
建
築

ど
こ
か
に
残
っ
て
い
そ
う
な
、
懐
か
し
い

た
た
ず
ま
い
で
す
。「
北
海
道
開
拓
の
村

整
備
事
業
の
あ
ゆ
み
」（
一
九
九
二
）
で

は
、
そ
の
特
徴
を
「
外
観
は
傾
斜
の
急
な

切
妻
屋
根
、
妻
軒
の
棟
折
れ
マ
ン
サ
ー
ド
、

妻
壁
の
ハ
ー
フ
テ
ィ
ン
バ
ー
、
化
粧
ブ
ラ

ケ
ッ
ト
と
ガ
ラ
ス
戸
の
組
子
で
飾
ら
れ
た

二
階
中
央
の
出
窓
、
こ
れ
ら
を
と
り
ま
く

鎧
よ
ろ
い

下
見
の
外
壁
、
玄
関
の
雨
よ
け
ア
ー
チ

な
ど
」
が
大
正
時
代
の
特
徴
を
残
す
、
ス

マ
ー
ト
な
小
建
築
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
マ
ン
サ
ー
ド
屋
根
は
か
つ
て
札
幌
で
も

よ
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
屋
根
裏
部
屋
を
設

置
す
る
た
め
に
屋
根
こ
う
配
を
二
段
に

折
っ
て
高
く
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
こ
で

は
妻
軒
に
応
用
し
て
い
ま
す
。
ハ
ー
フ

テ
ィ
ン
バ
ー
と
は
柱
や
梁
な
ど
を
壁
に
露

出
す
る
装
飾
の
一
つ
。
ま
た
ブ
ラ
ケ
ッ
ト

は
出
窓
の
出
っ
張
り
を
受
け
て
い
る
三
角

形
の
部
分
。
外
壁
の
下
見
板
張
り
は
北
海

道
の
和
洋
折
衷
の
定
番
で
す
。

　
な
る
ほ
ど
、
小
さ
い
な
が
ら
も
細
か
い

意
匠
で
あ
る
こ
と
で
す
。
建
築
当
時
、
す

で
に
女
性
の
ヘ
ア
ー
ア
イ
ロ
ン
や
パ
ー
マ

で
い
た
の
が
最
初
と
か
。
明
治
四
年
に
断

髪
令
が
出
た
ば
か
り
で
す
か
ら
、
新
し
い

物
を
取
り
入
れ
る
の
が
早
い
北
海
道
─
─

の
よ
う
で
す
が
、
や
は
り
本
州
と
同
様
す

ぐ
に
マ
ゲ
を
落
と
す
に
は
い
た
ら
ず
、
明

治
十
二
年
（
一
八
七
九
）、
開
拓
使
の
理

髪
改
善
の
号
令
に
よ
る
理
髪
店
が
南
二
西

四
に
開
店
し
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
紹
介
す
る
山
本
理
髪
店
の
開
業

が
い
つ
か
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

北
海
道
開
拓
の
村
の
、
諸
文
献
か
ら
の
推

定
は
大
正
末
期
。
旧
所
在
地
で
あ
る
札
幌

市
中
央
区
南
一
西
二
十
四
（
札
幌
郡
藻
岩

村
大
字
円
山
村
）
に
、
後
の
所
有
者
は
代

わ
っ
て
い
る
も
の
の
最
初
か
ら
理
髪
店
と

し
て
使
用
さ
れ
た
建
物
だ
そ
う
で
す
。

　
札
幌
市
内
の
旧
市
街
地
を
探
せ
ば
ま
だ

●北海道開拓の村　所在地 / 札幌市厚別区厚別町小野幌50-1　電話（011）898-2692　

※
参
考
文
献「
北
海
道
開
拓
の
村
・
開
村
10
周
年
記
念
誌
」

板張りのフロア、理容道具の収納
古き良き時代の床屋はこんなだった──

客と店主の会話が聞こえてきそう

何よりも白く塗られた外壁が洋風を象徴している
妻壁の梁の露出も一般の民家にはあまり見られない意匠
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美
術
館
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
ぴ
っ
た
り
す
る
く
ら
い

古
く
か
ら
の
商
業
の
街
で
静
か
に
光
を
と
も
し
続
け
る
老
舗

道
産
子
に
も
な
じ
み
の
深
い
九
谷
焼
の
数
々

い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
そ
の
存
在
感
は
不
変
で
す

　
豊
平
川
を
渡
っ
て
国
道
三
六
号
線
を
東
へ
少

し
進
ん
だ
あ
た
り
。
両
側
の
商
店
に
か
つ
て
の

賑
わ
い
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
一
画
の
引
っ

込
ん
だ
場
所
に
「
九
谷
陶
栄
」
の
看
板
で
す
。

　
店
主
は
山
崎
仁
さ
ん
（
八
　
　
二

）、
倫
子
さ
ん
夫

妻
。
仁
さ
ん
は
こ
ち
ら
で
創
業
八
十
年
以
上
と

い
う
麩
製
造
会
社
の
社
長
で
、
先
代
が
石
川
県

出
身
。
倫
子
さ
ん
の
実
家
も
九
谷
焼
の
窯
元

で
、
加
賀
藩
お
抱
え
窯
の
家
柄
。
若
手
作
家
を

夫婦で店を構えて45年、造詣も深く

九
谷
陶
栄

札
幌
市
豊
平
区
豊
平
四
条
七
丁
目
一
─
二

電
　
話（
〇
一
一
）八
二
〇
─
三
九
三
九

育
て
な
が
ら
広
く
販
売
も
手
が
け
る
な
ど
、
九

谷
焼
の
振
興
発
展
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
北
海
道
と
石
川
県
の
つ
な
が
り
は
深
く
、
実

家
で
も
早
く
か
ら
道
内
で
展
示
会
を
開
催
し
て

い
た
と
こ
ろ
、
こ
こ
を
拠
点
に
夫

婦
二
人
で
楽
し
み
な
が
ら
や
っ

て
い
け
れ
ば
と
、
昭
和
四
十
年

（
一
九
六
五
）
に
開
店
し
ま
し
た
。

　
ご
両
人
と
も
い
わ
ば
生
ま
れ
た

時
か
ら
九
谷
焼
と
接
し
て
い
る
の

で
す
か
ら
、
造
詣
の
深
い
こ
と
は

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

歴
史
や
特
徴
に
つ
い
て
は
お
店

で
の
話
に
譲
り
ま
し
ょ
う
。
九
谷

焼
と
い
え
ば
緑
や
青
を
多
用

し
た
も
の
の
印
象
が
強
い

人
も
い
ま
す
が
、
赤
、
黄
、

緑
、
青
、
紫
の
、
い
わ
ゆ
る
�
九
谷
五
彩
�
に

よ
る
華
麗
な
上
絵
で
知
ら
れ
ま
す
。
古
九
谷
、

木も
く
べ
い米
、
吉
田
屋
、
飯
田
屋
、

庄し
ょ
う
ざ三
、
永
楽
と
い
っ
た
異
な

る
画
風
の
あ
る
こ
と
を
教
わ

れ
ば
、
九
谷
焼
へ
の
興
味
が

さ
ら
に
深
ま
る
こ
と
請
け
合

い
で
す
。

　
語
れ
ば
尽
き
な
い
そ
の
魅

力
。「
世
界
の
名
陶
と
い
わ

れ
る
伝
統
工
芸
で
す
。
古
九

谷
の
美
し
さ
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
そ
れ
に
感
動
し
て
若
い

作
家
が
誕
生
し
、
伝
統
を

守
っ
て
い
る
の
で
す
」
と
仁
さ
ん
。
倫
子
さ
ん

も
「
加
賀
の
料

亭
で
は
料
理
を

見
て
楽
し
み
、

食
べ
て
楽
し

み
、
そ
し
て
器

を
見
て
楽
し
む

と
い
わ
れ
る
く

ら
い
素
晴
ら
し

い
」
と
言
い
ま

す
。

　
こ
う
聞
く
と

い
か
に
も
高
価
な
も
の
ば
か
り
置
い
て
あ
る
よ

う
で
す
が
、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
日
常
の
食
器
や
酒
器
、
皿
、
鉢
、
湯
呑

み
類
な
ど
「
普
段
に
使
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」

（
倫
子
さ
ん
）
も
の
が
た
く
さ
ん
。
仁
さ
ん
は

「
百
円
シ
ョ
ッ
プ
に
行
け
ば
何

で
も
手
に
入
る
時
代
で
す
が
、

こ
う
い
う
も
の
を
使
う
と
い
う

心
の
ゆ
と
り
も
必
要
で
す
ね
」

と
、
九
谷
焼
の
輝
き
が
訴
え
る

も
の
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
も
大

事
と
説
き
ま
す
。

　
陶
磁
器
の
専
門
店
が
少
な
く

な
り
ま
し
た
。
こ
ち
ら
も
東

北
・
北
海
道
で
は
唯
一
の
九
谷

焼
専
門
店
で
す
。
一
千
点
以
上

の
作
品
が
並
ん
で
い
ま
す
が
、

「
実
家
に
良
い
作
品
が
焼
き
上
が
っ
た
と
聞
い

た
ら
す
ぐ
に
飛
ん
で
い
き
ま
す
」
と
い
う
倫
子

さ
ん
。
九
谷
焼
を
広
め
て
い
き
た
い
と
い
う
情

熱
が
店
を
支
え
て
い
ま
す
。

日本画のような銀彩の花柄の壺

山
崎
仁
さ
ん
、倫
子
さ
ん
夫
妻

手
前
は
菓
子
鉢
の
展
示

国
道
三
六
号
に
面
し
て
い
る
店
舗

同
じ
九
谷
焼
で
も
現
代
風
の
湯
呑
み

古
九
谷
と
赤
絵
の
皿
。こ
ん
な
器
で
食
べ
れ
ば
味
も
ま
た
格
別

美
術
館
さ
な
が
ら
の
九
谷
焼
の
数
々

※撮影 /スタジオフェードイン
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円
山
の
花
見
は
ず
い
ぶ
ん
古
く
か
ら
の

年
中
行
事
だ
っ
た
よ
う
で
、
札
幌
近
郊
の

た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
訪
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
明
治
十
年
代
末
。
開
花
を
待

ち
わ
び
た
よ
う
に
三
分
咲
き
の
こ
ろ
か
ら

足
を
運
ん
だ
と
か
。

　
北
海
道
神
宮
境
内
に
千
本
、
円
山
公
園

に
千
五
百
本
ほ
ど
あ
る
桜
。
最
初
に
植
え

ら
れ
た
の
は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
の

こ
と
。
前
年
、
札
幌
の
街
づ
く
り
の
祖
と

い
わ
れ
る
島
義
勇
開
拓
判
官
が
佐
賀
の
乱

で
破
れ
て
処
刑
さ
れ
た
の
を
悼
み
、
元
従

者
の
福
玉
仙
吉
と
い
う
人
が
そ
の
供
養
に

と
、
札
幌
神
社
の
参
道
に
百
五
十
本
の
桜

を
植
え
た
の
が
始
ま
り
だ
そ
う
で
す
。

　
昭
和
初
期
の
写
真
に
は
ま
だ
、
正
面
の

拝
殿
に
続
く
道
に
見
事
な
桜
並
木
が
写
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
枯
れ
て
い
く
木
も

多
く
、
境
内
な
ど
に
後
か
ら
植
え
て
き
た

も
の
が
現
在
の
花
見
の
名
所
を
か
た
ち
づ

く
っ
て
き
ま
し
た
。

　
そ
の
賑
わ
い
ぶ
り
は
、
ヨ
ー
ヨ
ー
や
綿

道
産
子
に
は
特
別
な
思
い
が
あ
る
春
と
い
う
季
節

そ
れ
は
四
季
の
う
ち
一
つ
で
は
な
く
、
長
い
冬
の
次
に
来
る
季
節

だ
か
ら
こ
ん
な
に
浮
か
れ
た
く
も
な
り
ま
す
よ
、
花
見
！

今
年
は
ど
ん
な
咲
き
具
合
で
し
ょ
う
か
、
ぶ
ら
り
円
山
へ

円
山
の
花
見

う
わ
け
で
、
市
電
を
こ

の
一
条
線
に
集
中
的
に

配
備
。
車
庫
に
は
一
台

の
予
備
も
な
か
っ
た
そ

う
で
す
。往
復
の
混
雑
、

車
内
の
酔
客
の
喧
騒
、

途
中
か
ら
乗
れ
な
い
市

民
の
苦
情
―
―
一
週
間

の
大
フ
ィ
ー
バ
ー
で
し

た
。

　
や
が
て
暮
ら
し
が
向

あ
め
、
あ
る
い
は
茶
店
な
ど
た
く
さ
ん
の

出
店
が
並
ん
だ
時
代
を
覚
え
て
い
る
人
も

多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
人
出
を
象

徴
す
る
の
が
市
電
の
花
見
特
別
輸
送
体
制

で
し
た
。

　「
四
丁
目
三
越
前
電
停
は
、
札
幌
全
市

か
ら
市
電
や
バ
ス
を
乗
り
換
え
て
き
た
家

族
づ
れ
、
会
社
関
係
の
団
体
、
さ
ら
に

札
幌
駅
経
由
の
近
郊
か
ら
花
見
客
が
集

中
し
、
四
丁
目
一
帯
は
人
の
山
と
な
る
」

（
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
22
・
市
電
物
語
）。
と
い

上
し
、
様
々
な
レ
ジ
ャ
ー
の
登
場
で
、
以

前
ほ
ど
の
人
出
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
や
は

り
花
の
下
で
の
宴
は
年
中
行
事
に
変
わ
り

な
い
よ
う
で
す
。

　
余
談
な
が
ら
、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
が
そ
の

宴
の
主
役
に
納
ま
っ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
で

し
ょ
う
か
。
一
説
に
よ
り
ま
す
と
、
滝
川

市
の
松
尾
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
が
創
業
の
こ
ろ
、

花
見
の
席
で
味
つ
き
肉
を
七
輪
で
焼
き
、

に
お
い
を
漂
わ
せ
て
宣
伝
に
努
め
た
の
が

始
ま
り
と
か
。
昭
和
三
十
年
代
の
話
で
す
。

札幌市内随一の桜の名所
円山公園（札幌市提供）

たくさんの人出、紅白の幕を張っての宴（昭和34年）

上
／
大
正
九
年
。芸
者
衆
の
三
味
線
と
踊
り
が
見
え
る

中
／
昭
和
十
年
。神
宮
の
参
道
に
は
長
い
桜
並
木
が
続
い
て
い
る

下
／
昭
和
四
十
九
年
。︿
左
下
も
含
む
五
枚
は
札
幌
市
写
真
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
提
供
﹀

昭
和
五
十
七
年
。昔
よ
り
人
出
は
減
っ
た
も
の
の
今
と
変
わ
ら
な
い
風
景

開
花
は
四
月
下
旬
か
ら
五
月
上
旬（
札
幌
市
提
供
）

※
参
考
文
献
／
「
中
央
区
歴
史
の
散
歩
道
」
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全
国
で
も
指
折
り
と
い
わ
れ
る
札
幌
の
水
の
お
い
し
さ

そ
の
理
由
は
水
源
が
支
笏
湖
近
く
の
山
奥
だ
か
ら

そ
し
て
都
心
部
が
扇
状
地
に
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ら

地
下
を
流
れ
る�
大
河
�の
恵
み
も
貴
重
で
す

た
ま
に
は
札
幌
の
水
の
味
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う

に
連
な
る
山
々
を
背
景
に
な
だ
ら
か
な

傾
斜
地
に
形
成
さ
れ
た
市
街
地
―
―

目
で
わ
か
り
ま
す
。

　
定
山
渓
な
ど
南
西
方
向

ワ
ー
に
上
が
れ
ば
、
ひ
と

レ
ビ
塔
か
Ｊ
Ｒ
タ

地
形
は
、
テ

札
幌
の

北
大
構
内
な
ど
い
ず
れ
も
市
民
の

庁
、
北
大
植
物
園
、
知
事
公
館
、

　
ざ
っ
と
挙
げ
て
み
て
も
道

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
す
が
、
名
残
は
見

姿
を
消
し
て
い

ほ
と
ん
ど
が

は
そ
の

使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
し
、

ビ
ー
ル
工
場
や
乳
業
会
社
の
立
地
も
伏

流
水
と
無
縁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
札
幌

の
食
べ
物
や
飲
み
物
が
お
い
し
い
の
は
、

こ
う
し
た
地
下
水
や
良
質
の
上
水
に
負

う
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
し
ょ
う
。

　
さ
て
、
毎
日
飲
ん
で
い
る
札
幌
の
水

で
す
が
、
た
ま
に
は
じ
っ
く
り
と
味

わ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
全
国
屈
指
の
人

気
と
い
う
水
道
水
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
入

り
の
「
さ
っ
ぽ
ろ
の
水
」
の
こ
と
で
す
。

水
源
に
近
い
定
山
渓
浄
水
場
で
処
理
し

た
水
を
、
恵
庭
市
内
に
あ
る
工
場
で
塩

素
を
除
去
し
、
加
熱
処
理
し
て
い
ま
す
。

市
販
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
オ
ー
タ
ー
と
ど
ち

ら
が
お
い
し
い
か
、
お
試
し
を
。

さ
っ
ぽ
ろ
の
水

完

地
下
深
く
流
れ
る〝
大
河
〟

水
道
水
の
お
い
し
さ
屈
指
。

　
そ
の
中
心
で
あ
る
札
幌
駅
の
あ
た
り

の
標
高
が
二
〇
�
。
一
方
、
真
駒
内
の

豊
平
川
さ
け
科
学
館
の
場

所
で
標
高
八
〇
�
。
都
心

部
は
、
豊
平
川
が
運
ん
で

き
た
土
砂
で
形
成
さ
れ
た

扇
状
地
な
の
で
す
。
土
砂

と
一
緒
に
上
流
か
ら
運
ば

れ
て
き
た
豊
富
な
栄
養
が

畑
作
に
適
し
た
土
壌
も
つ

く
っ
た
こ
と
は
、
平
岸
地

区
で
盛
ん
だ
っ
た
果
樹
栽

培
に
代
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
も
う
一
つ
、
札

幌
駅
一
帯
が
そ
の
扇
状
地

の
北
端
で
あ
る
こ
と
を
示

す
事
実
は
、
地
下
水
の
湧

き
出
て
い
る
場
所
の
多
い

こ
と
。
と
い
っ
て
も
今
で

憩
い
の
場
。
中
で
も
北
大
構
内
の
サ
ク

シ
ュ
コ
ト
ニ
川
は
、
か
つ
て
は
南
側
の

偕
楽
園
（
清
華
亭
）
や
伊
藤
邸
に
湧
く

メ
ム
を
水
源
と
し
て
お
り
、
日
本
海
か

ら
は
新
川
を
伝
っ
て
サ
ケ
が
そ
上
し
て

き
た
ほ
ど
の
清
流
で
し
た
。
メ
ム
と
い

う
の
は
ア
イ
ヌ
民
族
が
湧
き
水
を
こ
う

呼
ん
だ
も
の
で
、
そ
の
周
り
に
集
落
も

で
き
て
い
き
ま
し
た
。

　
大
き
な
メ
ム
は
枯
れ
て
も
、
今
な
お

伏
流
水
は
地
下
深
く
流
れ
て
い
ま
す
。

札
幌
の
地
酒
、
千
歳
鶴
で
は
、
豊
平
川

近
く
の
地
下
百
五
十
�
か
ら
汲
み
上
げ

て
清
酒
づ
く
り
に
使
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
ほ
か
工
場
や
ビ
ル
で
も
地
下
水
を

早春の豊平川。市街地の流れも雪解け水を集めて最もきれいな時季

豊平川をまたいで水道管橋を上水が流れる

こ
れ
が「
さ
っ
ぽ
ろ
の
水
」

一
本
百
円
。区
役
所
な
ど
で
販
売
中

水のミュージアム。レンガ造の外観も印象的

　
札
幌
市
の
上
水
道
の
仕
組
み
が
よ
く
わ
か
る
の
が
水

道
記
念
館
。
札
幌
市
街
を
一
望
す
る
場
所
に
、
藻
岩
浄

水
場
と
並
ん
で
建
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
は
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
建
て
ら

れ
た
札
幌
市
最
初
の
浄
水
場
、
旧
藻
岩
第
一
浄
水
場
の

建
物
の
一
部
で
、
昭
和
四
十
六
年
ま
で
は
こ
こ
か
ら
水

道
水
が
供
給
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
内
部
は
水
源
の
森
、
水
工
場
、
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
な
ど

五
つ
の
ゾ
ー
ン
に
分
か
れ
た
ア
ク
ア
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を

中
心
に
、
水
道
記
念
室
、
水
の
図
書
館
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
中
で
も
水
工
場
は
、
水
道
水
が
各
戸
に
届
く
ま
で

の
様
子
を
楽
し
み
な
が
ら
学
べ
ま
す
。

　
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ
入
口
か
ら
西
へ
五
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

行
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
坂
を
上
っ
て
。
入
館
無
料
。
十
一

月
ま
で
開
館
。

　
※
所
在
地
／
札
幌
市
中
央
区
伏
見
四
丁
目

上
水
道
の
仕
組
み
学
ぶ
。

札
幌
市
水
道
記
念
館

※
参
考
文
献
／
ウ
ェ
ブ
シ
テ
ィ
さ
っ
ぽ
ろ
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チ
ャ
ー
教
室
に
も
、
受
講
者
が
絶
え
ま
せ
ん
。

　
そ
の
仕
事
の
工
程
を
ざ
っ
と
教
え
て
い
た
だ

く
と
、
例
え
ば
書
を
新
し
く
掛
け
軸
に
仕
立
て

る
場
合
は
、
ま
ず
そ
の
作
品
に
合
っ
た
裂き

れ
じ地

（
布
）
と
裏
打
ち
す
る
和
紙
を
選
ぶ
こ
と
に
始

ま
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
そ
の
数
は
千
種
類
を
超

え
る
と
い
い
ま
す
か
ら
、「
納
得
の
い
く
作
品

は
年
に
一
度
あ
る
か
な
い
か
」。

　
次
の
作
業
が
作
品
と
裁
断
し
た
裂
地
へ
の
裏

柄
澤
光
昌
さ
　
　
ん 

─
─
札
幌
市
中
央
区
・
一
心
堂

様
々
な
先
達
が
い
る
か
ら
こ
そ

二
十
一
世
紀
が
あ
る
ん
だ
よ
─
─

ス
ロ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
。

来
た
道
、

行
く
道
。

本
欄
へ
の
自
薦
、他
薦
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

か
ら
、
機
械
で
裏
打
ち
さ
れ
た
布
ク
ロ
ス
や
ビ

ニ
ー
ル
ク
ロ
ス
な
ど
に
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
れ

と
平
行
し
て
の
住
ま
い
の
洋
風
化
、
和
室
の
減

少
で
、
掛
け
軸
な
ど
伝
統
的
な
装
飾
品
を
手
が

け
る
職
人
も
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
歴

史
的
な
経
過
が
あ
り
ま
す
。

　
柄
澤
さ
ん
の
仕
事
も
内
装
が
大
き
な
ウ
エ
イ

ト
を
占
め
て
は
い
ま
す
が
、「
表
具
も
ク
ロ
ス

も
紙
を
扱
う
点
で
は
同
じ
」（
柄
澤
さ
ん
）
と

い
う
の
は
、
機
械
に
よ
る
と
は
い
え
布
ク
ロ
ス

や
ビ
ニ
ー
ル
ク
ロ
ス
に
も
紙
で
裏
打
ち
さ
れ
て

の
が
、
傷
ん
だ
掛
け
軸

や
屏
風
の
修
復
、
そ
し

て
新
た
な
書
や
日
本
画

の
表
装
で
す
。
長
年
に

わ
た
っ
て
講
師
を
務
め

て
い
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
カ
ル

て
、
新
感
覚
の
掛
け
軸
や
衝
立
を
生
か
せ
な
い

か
と
、
息
子
の
利
昌
さ
ん
（
三
　
　
四

）
の
書
と
の
合

作
を
試
み
て
い
る
昨
今
で
す
。
利
昌
さ
ん
は
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
を
経
て
父
親
に
入
門
。
表
装
の
仕

事
を
見
習
い
な
が
ら
持
ち
前
の
セ
ン
ス
で
、
若

い
人
に
も
人
気
の
�
ア
ー
ト
書
道
�
の
腕
を
磨

い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
か
つ
て
は
日
本
人
の
生
活
に
密
着
し
て
い
た

表
具
。
表
具
と
は
掛
け
軸
、
屏び

ょ
う
ぶ風
、
襖

ふ
す
ま
、
衝つ

い
た
て立
、

額
な
ど
、
布
や
紙
な
ど
を
張
る
こ
と
に
よ
っ
て

仕
立
て
ら
れ
た
物
の
総
称
で
す
。
書
画
の
保
存

と
鑑
賞
の
た
め
に
、
縁
取
り
や
裏
打
ち
を
す
る

表
装
と
も
切
り
離
せ
ま
せ
ん
。

　
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
創
業
と
い
う
一
心

堂
の
柄
澤
光
昌
さ
ん
（
五
　
　
八

）
は
、
道
内
で
も
数

少
な
い
こ
の
表
具
師
の
二
代
目
。
北
海
道
表
具

内
装
業
協
同
組
合
の
専
務
理
事
で
も
あ
り
、
昨

年
、
北
海
道
産
業
貢
献
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。

内
装
仕
事
が
増
え
て
も

親
子
で
目
指
す

現
代
感
覚
の
表
具
。

有限会社　一心堂
札幌市中央区南14条西９丁目３−44
TEL（011）511−0363

　
一
連
の
作
品

が
、
心
の
ゆ
と
り

の
な
く
な
っ
た
時

代
に
受
け
入
れ
ら

れ
れ
ば
、
新
し
い

表
具
師
の
登
場
も

近
い
こ
と
で
し
ょ

う
。

何
百
年
も
前
に
制
作
さ
れ
た
掛

け
軸
な
ど
が
今
日
、
傷
み
も
な

く
残
っ
て
い
る
の
も
、
こ
う
し

た
優
れ
た
表
装
が
施
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
す
。

　
和
室
や
床
の
間
が
な
く
な
っ

て
、
将
来
に
柄
澤
さ
ん
が
夢
を

託
す
の
が
現
代
表
具
。
形
式
に

と
ら
わ
れ
な
い
室
内
装
飾
と
し

打
ち
―
―
糊
を
塗
っ
て
和
紙
を
張
っ
て
い
き
ま

す
。
こ
の
段
階
で
も
糊
の
濃
淡
、
刷
毛
の
選
択

に
経
験
が
も
の
を
言
い
ま
す
。
続
い
て
そ
れ
ら

の
一
�
の
ズ
レ
も
許
さ
れ
な
い
張
り
合
わ
せ
。

い
る
か
ら
こ
そ
。
継
ぎ
目
も
見
え
ず
絵
柄
に
一

つ
の
ズ
レ
も
な
く
張
る
と
い
う
、
職
人
本
来
の

技
術
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　
内
装
の
傍
ら
柄
澤
さ
ん
が
取
り
組
ん
で
い
る

　
同
組
合
員
の
仕

事
は
表
具
と
内
装

に
大
別
さ
れ
ま
す

が
、
従
来
は
和
紙

で
行
っ
て
い
た
襖

や
障
子
、
壁
紙
と

い
っ
た
内
装
が
、

昭
和
三
十
年
こ
ろ

表具内装業組合の全国大会で出展した現代感覚の掛け軸。息子の
利昌さんの書「光」との合作。右は白い和紙を裏打ちした裂地を裁つ作業

形
式
を
重
ん
じ
る
も
の
か
ら
自
由
な
発
想
の
表
具
ま
で
親
子
の
試
み
の
作
品表

装
用
の
裂
地
の
数
々

和
紙
を
張
る
時
に
使
う

様
々
な
動
物
の
刷
毛

す
べ
て
特
注
し
た
も
の
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か
つ
て
は
趣
味
で
カ
ラ
ー
写
真
を
現
像
し
て
い
た
と
い
う
筆
者

ふ
と
立
ち
寄
っ
た
裸
婦
画
の
個
展
で
の
無
断
撮
影
か
ら
画
家
と
の
交
流
が
始
ま
っ
た

東
京
か
ら
札
幌
に
帰
っ
て
き
た
ば
か
り
で
、四
十
一
、二
歳
の
こ
ろ
の
話
し
だ

レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
坂
会
館
・
館
長(

坂
栄
養
食
品
・
開
発
部
長)

　
す
る
と
宮
田
さ
ん
は
電
話
を
と
っ
て

「
う
な
重
三
つ
」
と
注
文
し
た
。
地
続
き

の
隣
が
「
二
葉
」
と
い
う
鰻
屋
さ
ん
だ
っ

た
。（
あ
と
で
有
名
に
な
る
あ
の
「
二
葉
」

で
、
当
時
は
家
族
だ
け
で
こ
じ
ん
ま
り

や
っ
て
お
り
、
暇
な
時
に
は
宮
田
さ
ん
の

と
こ
ろ
に
油
を
売
り
に
き
て
い
た
。
う
な

重
は
抜
群
に
お
い
し
か
っ
た
。
当
時
札
幌

一
と
い
わ
れ
る
店
の
品
を
越
え
る
味
だ
っ

た
。
全
て
自
分
の
と
こ
ろ
で
育
て
た
鰻
を

使
っ
て
い
る
と
か
。）

　
写
真
の
話
で
盛
り
上
が
り
、
夕
方
、
私

が
お
い
と
ま
す
る
と
言
う
と
、
宮
田
さ
ん

は
私
を
画
室
に
案
内
し
た
。
沢
山
の
作
品

が
並
ん
で
い
た
。
ど
れ
か
気
に
入
っ
た

の
が
あ
る
か
と
聞
く
。『
夢
』
と
題
す
る

五
〇
号
く
ら
い
の
一
枚
に
と
て
も
心
引
か

れ
た
。
そ
う
言
う
と「
で
は
持
っ
て
行
け
」

と
言
う
。
三
菱
の
ラ
ン
サ
ー
に
乗
っ
て
来

た
こ
と
に
感
謝
し
た
。
宮
田
さ
ん
の
気
が

変
わ
ら
な
い
う
ち
に
と
心
の
片
隅
で
思
い

『
夢
』
を
車
に
積
ん
で
お
宅
を
後
に
し
た
。

　
こ
れ
が
私
と
宮
田
さ
ん
の
付
き
合
い
の

始
ま
り
で
あ
る
。

マ
サ
ち
ゃ
ん
（
宮
田
さ
ん
の
奥
さ
ん
）
と

賭
け
を
し
て
い
た
そ
う
で
、
マ
サ
ち
ゃ
ん

は
今
ま
で
沢
山
の
人
が
同
じ
言
葉
を
残
し

て
い
っ
て
も
、
持
っ
て
き
た
人
は
誰
も
い

な
い
。
だ
か
ら
私
も
同
じ
、
持
っ
て
こ
な

買
っ
た
そ
う
で
、
マ
サ
ち
ゃ
ん
曰
く
電
話

機
も
質
入
れ
し
た
こ
と
が
あ
る
と
か
。

　
だ
か
ら
二
人
の
会
話
は
は
ず
み
に
は
ず

ん
で
、
あ
っ
と
い
う
間
に
お
昼
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

※
宮
田
清
／
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
〜

昭
和
六
十
一
年
頃
（
一
九
八
六
頃
。
没
年

不
詳
）。
札
幌
生
れ
。
札
幌
一
中
（
現
札
幌

南
高
）
を
経
て
上
京
。
太
平
洋
画
会
研
究

所
に
入
り
、
中
原
悌
二
郎
ら
と
親
交
。
寂

し
げ
な
独
特
の
裸
婦
像
を
確
立
。

　
そ
の
日
、
札
幌
駅
か
ら
三
越
の
方
に
向

か
っ
て
歩
い
て
い
た
。左
側
に
時
計
台
ギ
ャ

ラ
リ
ー
と
い
う
の
が
あ
る
の
は
知
っ
て
い

た
が
、
ま
だ
入
っ
た
こ
と
は
無
か
っ
た
。

そ
れ
で
立
ち
寄
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　
中
に
入
っ
て
み
る
と
三
室
す
べ
て
を
借

り
て
、
宮
田
清
さ
ん
と
い
う
人
の
個
展
を

や
っ
て
い
た
。
と
て
も
素
晴
ら
し
い
裸
婦

の
展
覧
会
で
、
私
は
す
っ
か
り
魅
せ
ら
れ

て
し
ま
っ
た
。
会
場
に
は
二
時
間
は
い
た

と
思
う
。
日
程
を
見
る
と
明
日
で
終
わ
り
。

そ
こ
で
私
は
翌
日
、
カ
メ
ラ
を
持
っ
て
再

度
訪
れ
、
絵
を
カ
メ
ラ
に
収
め
て
い
っ
た
。

　
三
分
の
二
ぐ
ら
い
撮
り
終
え
た
こ
ろ
、

小
柄
な
お
じ
い
さ
ん
が
寄
っ
て
来
て
「
よ

く
撮
れ
ま
す
か
？
」
と
聞
い
て
来
た
。
私

「
え
え
、
ま
あ
。」
そ
し
て
フ
ィ
ル
ム
を
四

本
使
っ
て
会
場
を
去
ろ
う
と
し
た
時
、
先

ほ
ど
の
お
じ
い
さ
ん
を
囲
ん
で
、
み
ん
な

が
「
先
生
、
先
生
」
と
言
っ
て
い
る
声
が

耳
に
入
っ
て
き
た
。

　
そ
れ
で
私
は
初
め
て
、
先
ほ
ど
声
を
か

け
て
き
た
人
が
こ
の
個
展
の
主
、
宮
田
清

さ
ん
だ
と
気
づ
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

ま
ま
で
は
帰
れ
な
い
。
私
は
み
ん
な
が
集

ま
っ
て
い
る
テ
ー
ブ
ル
の
と
こ
ろ
に
近
づ

き
、
宮
田
さ
ん
に
、
断
り
も
せ
ず
写
真
を

撮
っ
た
こ
と
を
詫
び
、
近
々
写
真
を
プ
リ

ン
ト
し
て
お
宅
に
持
っ
て
い
き
た
い
旨
を

述
べ
、
住
所
を
聞
い
て
会
場
を
後
に
し

た
。（
そ
の
後
、
沢
山
の
個
展
の
会
場
を

訪
れ
た
け
れ
ど
、
カ
メ
ラ
に
収
め
た
い
よ

う
な
作
品
に
出
会
っ
た
こ
と
は
無
い
。
ま

た
、
現
在
レ
ト
ロ
ス
ペ
ー
ス
を
訪
れ
て
く

れ
る
お
客
さ
ん
の
写
真
撮
影
を
フ
リ
ー
に

し
て
い
る
の
も
、
き
っ
と
こ
の
時
の
こ
と

が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
と
思
う
。
宮
田
さ
ん

は
「
ど
う
ぞ
」
と
言
っ
て
非
難
が
ま
し
い

こ
と
は
一
切
言
わ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。）

　
フ
ィ
ル
ム
は
ラ
ボ
に
出
そ
う
か
と
一
瞬

思
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り

に
芸
が
無
い
。
寝
る
時
間
を
削
れ
ば
済
む

こ
と
と
思
い
、
自
分
で
暗
室
に
こ
も
る
こ

と
に
し
た
。
翌
日
、
宮
田
さ
ん
に
写
真
が

あ
が
っ
た
の
で
届
け
に
行
き
た
い
旨
を
つ

た
え
る
と
、「
い
つ
で
も
」
と
い
う
答
え
。

初
め
て
の
と
こ
ろ
な
の
で
車
で
行
く
こ
と

に
し
た
。

　
宮
田
さ
ん
は
上
機
嫌
だ
っ
た
。
と
い
う

の
は
私
が
写
真
を
持
っ
て
く
る
か
否
か
、

い
ほ
う
に
賭

け
、
宮
田
さ

ん
は
、
あ
の

人
は
必
ず

持
っ
て
く
る

ほ
う
に
賭
け

た
そ
う
。（
あ

と
か
ら
聞
い

た
話
）

　
写
真
を
見

な
が
ら
「
ゆ

う
べ
は
徹
夜
で
す
か
？
」
と
聞
い
て
き
た
。

（
当
時
カ
ラ
ー
の
プ
リ
ン
ト
は
ま
だ
自
動

化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ラ
ボ
に
出

す
と
早
く
て
も
四
日
は
か
か
っ
た
）「
い

い
え
、
車
で
来
ま
し
た
か
ら
、
短
い
で
す

九
ミ
リ
半
も

現
像
は
自
分

で
や
り
（
場

所
を
取
る
の

で
乾
燥
は
大

変
だ
っ
た
そ

う
）、
新
型

の
カ
メ
ラ
が

出
る
と
、
家

の
も
の
を
質

入
れ
し
て
も

け
ど
ち
ゃ
ん
と
寝
て
は
い
ま
す
。」

　「
で
も
時
間
を
短
く
す
る
た
め
、
フ
ィ

ル
ム
の
背
を
合
わ
せ
て
二
本
同
時
に
タ
ン

ク
に
巻
き
込
み
現
像
液
を
入
れ
て
現
像
し

ま
し
た
。
水
洗
い
も
普
段
は
流
水
で
一
時

間
は
か
け
る
の
で
す
が
、
水
洗
い
促
進
剤

を
使
っ
て
、
手
早
く
済
ま
せ
ま
し
た
。」

　
私
の
説
明
に
宮
田
さ
ん
は
す
ぐ
に
反
応

す
る
。
お
じ
い
さ
ん
だ
け
れ
ど
、
写
真
に

は
詳
し
い
。

　
後
か
ら
知
っ
た
。

　
宮
田
さ
ん
は
、
な
ん
と
小
学
校
の
頃
よ

り
写
真
の
現
像
を
や
り
、
八
ミ
リ
の
前
の

在りし日の宮田画伯と筆者
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何
か
に
追
い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
過
ぎ
て
い
く
毎
日
。

い
つ
も
そ
こ
に
あ
る
時
計
に
、

足
を
止
め
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。

　
札
幌
駅
前
通
り
の
い
く
つ
か
の
ビ
ル
の
玄
関
先

に
あ
っ
た
時
刻
表
示
が
、
最
近
で
は
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
人
は
忙
し
い
時
ほ
ど
時

間
が
気
に
な
る
と
す
れ
ば
、
も
は
や
か
つ
て
の

忙
し
さ
も
幻
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で

す
。
こ
の
高
い
時
計
塔
も
朝
の
ラ
ッ
シ
ュ
時
に
信

　
企
業
や
団
体
の
十
年
を
一
区
切
り
と

す
る
創
立
周
年
。
二
十
周
年
、
三
十
周

年
と
歴
史
を
重
ね
て
い
く
度
に
そ
の
歩

記
念
誌
は
未
来
へ
の
道
し
る
べ

　
自
分
史
な
ど
本
を
つ
く
り
た
い
と
考

え
て
い
る
人
の
た
め
に
、
出
前
の
本
づ

く
り
セ
ミ
ナ
ー
を
承
り
ま
す
。
三
人
以

上
の
お
集
ま
り
で
会
場
を
ご
用
意
い
た

だ
け
れ
ば
、
日
時
を
ご
相
談
の
上
、
印

刷
担
当
者
と
編
集
者
が
お
伺
い
し
て
い

ろ
い
ろ
と
ア
ド
バ
イ
ス
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ご
自
宅
の
居
間
で
も
結
構
で

す
よ
。
も
ち
ろ
ん
無
料
で
す
。

居
間
で
本
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
を

み
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
資
料
が

散
逸
、
功
績
の
あ
っ
た
人
も
物
故
し
て

い
き
ま
す
。
未
来
へ
の
道
し
る
べ
、
歴

史
は
き
ち
ん
と
ま
と
め
て
お
き
た
い
も

の
で
す
。
企
画
、
編
集
、
印
刷
、
ど
の

段
階
か
ら
で
も
ご
用
命
を
承
っ
て
お
り

ま
す
。

小
紙
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま
す

　
慌
し
い
時
の
流
れ
に
、
ほ
っ
と
一
息

つ
け
る
話
題
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と

願
っ
て
い
る
小
紙
。
ご
希
望
の
方
に
は

無
料
で
定
期
的
に
お
送
り
し
て
お
り
ま

す
。
印
刷
紙
工
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

オ フ ィ ス 街

号
待
ち
す
る
人
た
ち
が
見
上
げ
た
こ
と
で
し
ょ
う

が
、
そ
の
形
か
ら
し
て
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
の

役
割
の
ほ
う
が
大
き
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

仮
に
そ
う
な
ら
、
心
を
和
ま
せ
た
い
と
い
う
制
作

意
図
に
反
し
て
、
む
し
ろ
削
ぎ
落
と
し
た
も
の
が
、

次
の
時
代
を
予
測
し
て
い
た
か
の
よ
う
で
す
。
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