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翠
館

　

二
年
後
の
開
業
を
目
指
し
、
市
内
各
所
で
地
下

鉄
東
西
線
の
工
事
が
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
工
区
の

一
つ
、
か
つ
て
天
文
台
が
あ
っ
た
西
公
園
の
一
角
で
、

地
下
鉄
工
事
に
先
立
っ
て
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
際
、

思
い
も
か
け
ず
、
明
治
時
代
の
建
物
跡
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。
土
台
石
や
厨
房
の
炊
事
場
と
思
わ
れ
る
施

設
、
各
種
の
陶
磁
器
等
々
が
検
出
さ
れ
た
の
で
す
。

　

そ
の
建
物
は
、
ゆ
う
す
い
か
ん

翠
館
と
い
う
料
亭
で
し
た
。
明

治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
に
作
ら
れ
た
和
風
２
階
建

て
の
建
物
は
、
仙
台
随
一
の
社
交
場
と
し
て
た
ち
ま

ち
評
判
に
な
り
ま
し
た
。
１
階
は
一
般
客
も
使
え
る

料
亭
、
そ
し
て
２
階
は
宴
会
や
会
議
場
と
し
て
用

い
ら
れ
、
時
に
は
劇
場
や
政
治
演
説
の
会
場
と
し
て
、

多
く
の
観
客
を
集
め
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

翠
館
で
は
、
和
食
、
洋
食
い
ず
れ
の
食
事
も

出
し
て
い
ま
し
た
が
、
オ
ー
プ
ン
し
て
半
年
後
に
は
、

７
割
の
客
が
洋
食
を
注
文
し
た
と
い
う
新
聞
報
道
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
仙
台
に
は

翠
館
以
前
に
も
洋

食
を
出
す
店
は
あ
り
ま
し
た
が
、

翠
館
が
洋
食
の

普
及
に
果
た
し
た
役
割
は
格
段
に
大
き
な
も
の
で
し

た
。

翠
館
以
後
、
街
中
の
洋
食
店
は
、
競
っ
て
東

京
か
ら
料
理
人
を
呼
び
寄
せ
た
り
、
本
格
的
な
洋
食

器
を
揃
え
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

稀
代
の
「
才
業
家
」

　

こ
の

翠
館
の
設
立
、
運
営
に
大
き
な
力
を
発

揮
し
た
の
が
侠き
ょ
う
か
く客・
針は
り
う生
庄
之
助
で
す
。
文
政
十

（
一
八
二
七
）
年
に
仙
台
城
下
の
仲
ノ
町
（
か
つ
て

市
民
プ
ー
ル
が
あ
っ
た
所
）
で
生
ま
れ
た
庄
之
助
は
、

魚
屋
を
商
売
と
し
、
問
屋
が
あ
る
肴
町
に
毎
日
の
よ

う
に
通
う
う
ち
に
、「
中な

か
し
ょ
う庄

」
の
あ
だ
名
で
か
わ
い

が
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
肴
町
は
、
漁
師
と

の
付
き
合
い
も
あ
っ
た
か
ら
か
「
男
気
」
を
重
視
す

る
町
と
し
て
知
ら
れ
、
侠
客
の
親
分
や
火
消
し
が
住

ん
だ
町
で
も
あ
り
ま
し
た
。
豪ご
う
ほ
う
ら
い
ら
く

放
磊
落
な
性
格
だ
っ

た
庄
之
助
は
、
そ
う
し
た
町
の
気
質
と
の
相
性
が
良

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
ん
な
庄
之
助
が
大
き
な
飛
躍
の
チ
ャ
ン
ス
を
つ

か
ん
だ
の
が
、
戊
辰
戦
争
で
し
た
。
庄
之
助
は
、
戊

辰
戦
争
直
後
に
新
政
府
軍
相
手
の
貸
座
敷
を
は
じ

め
、
こ
れ
が
大
当
た
り
し
た
の
で
す
。
こ
の
貸
座

敷
は
、
庄
之
助
の
通
称
を
と
っ
て
仙
台
初
の
遊
郭

「
中な
か
し
ょ
う
ろ
う

正
楼
」
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
庄
之
助
は
、
新

興
の
繁
華
街
東
一
番
丁
に
料
亭「
竹た
け
の
や

廼
舎（
後
に「
宮

古
川
」
と
改
称
）」
を
開
店
し
、
明
治
十
年
に
は
同

じ
く
東
一
番
丁
に
寄
席
の
劇
場
で
あ
る
「
大
新
亭
」

も
オ
ー
プ
ン
。
庄
之
助
は
繁
華
街
の
経
営
者
と
し
て

押
し
も
押
さ
れ
ぬ
地
位
を
築
き
あ
げ
た
の
で
す
。

　

庄
之
助
の
活
動
は
こ
れ
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
に
宮
城
県
初
の
博
覧

会
と
し
て
宮
城
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
、
支
倉
常
長

の
肖
像
画
も
こ
の
時
に
初
め
て
公
開
さ
れ
た
の
で
す

が
、
庄
之
助
は
主
催
者
の
一
人
に
名
を
連
ね
て
い
ま

す
。
ま
た
、
仙
台
の
東
郊
・
南
小
泉
の
地
に
広
大
な

梨
畑
を
開
き
、
こ
の
地
域
の
農
業
振
興
に
大
き
く
貢

献
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
を

実
現
す
る
庄
之
助
は
「
才
業
家
」
と
も
評
さ
れ
、
も

は
や
侠
客
と
い
う
よ
り
は
、
仙
台
を
代
表
す
る
実
業

家
の
一
人
と
な
っ
た
の
で
す
。

広
が
る
人
の
輪

　

多
種
多
様
な
事
業
に
手
を
広
げ
た
針
生
庄
之
助
は
、

仙
台
で
随
一
の
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
な
る

翠
館
設
立

に
際
し
て
、
そ
の
手
腕
を
見
込
ま
れ
て
「
営
業
人
」

に
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
経
営
を
担
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
庄
之
助
が

翠
館
を
任
せ
た
の
が
、
庄

之
助
と
義
兄
弟
の
契ち
ぎ

り
を
結
ん
だ
針
生
惣
助
。
彼
は

戊
辰
戦
争
の
時
に
仙
台
の
侠
客
等
で
組
織
さ
れ
た
衝

撃
隊
（
通
称
「
か
ら
す
組
」）
で
活
躍
し
た
人
物
と

し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

同
じ
よ
う
に
庄
之
助
と
義
兄
弟
に
な
っ
た
人
物
に
、

針
生
（
旧
姓
福
島
）
久
助
が
い
ま
す
。
久
助
が
国
分

町
に
開
業
し
た
旅
館
「
針は
り
き
ゅ
う久」
は
、
有
名
旅
館
に
発

展
。
こ
の
針
久
旅
館
は
、
二
代
目
針
生
久
助
の
時
に

仙
台
駅
前
や
東
京
に
も
支
店
を
構
え
、
東
日
本
を
代

表
す
る
旅
館
チ
ェ
ー
ン
に
ま
で
発
展
し
て
い
ま
す
。

　

近
年
、
侠
客
が
社
会
の
中
で
果
た
し
た
役
割
が
、

ダ
ー
ク
サ
イ
ド
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
及

ん
で
い
た
こ
と
が
、
日
本
史
研
究
の
中
で
も
評
価
さ

れ
て
い
ま
す
。
針
生
庄
之
助
の
活
動
も
広
く
経
済
界

の
輪
に
結
び
、
仙
台
の
近
代
化
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
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