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支倉常長像前で　全員集合写真

支倉時計

の
ひ
と
つ
、
初
夏
を
彩
る
「
青
葉
祭
り
」
の

た
め
の
交
通
規
制
が
思
い
の
ほ
か
厳
し
い
。

午
後
に
な
る
と
「
支
倉
時
計
」（
ぷ
ら
ん
ど
ー

む
一
番
町
）
へ
は
バ
ス
で
近
づ
け
そ
う
も
な

く
、
急
遽
、
最
初
の
見
学
地
に
変
更
。

　

祭
り
の
客
が
街
路
に
溢

れ
て
い
る
。
が
、
不
思
議

な
こ
と
に
、
通
り
の
中
ほ

ど
に
建
つ
高
さ
３
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
「
支
倉
時
計
」

（
写
真
左
上
）
に
、
通
り

か
か
る
観
光
客
は
一
人
と

し
て
眼
を
向
け
な
い
。
立

ち
止
ま
っ
て
見
上
げ
る
の

は
、
周
作
ク
ラ
ブ
の
メ
ン

バ
ー
だ
け
で
あ
る
。
あ
と

で
仙
台
バ
ス
の
ガ
イ
ド
嬢

（
た
だ
し
こ
の
方
は
青
森
出
身
）
の
語
っ
た

と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
い
ま
だ
か
つ
て
ツ
ア
ー

で
そ
の
時
計
を
訪
ね
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
そ
ら
く
市
民
の
ほ
と
ん
ど
も
知
ら
な
い
の

で
は
…
…
」

　

な
る
ほ
ど
、
法
王
謁
見
の
場
が
刻
ん
で
は

あ
る
も
の
の
、
時
計
塔
は
〝
歴
史
の
遺
物
〟

と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
今
度
の
旅

も
や
は
り
こ
う
し
た
、
人
の
行
か
ぬ
と
こ
ろ
、

見
ぬ
も
の
を
求
め
る
旅
な
の
で
あ
る
。

　

バ
ス
は
５
月
の
豊
か
な
緑
が
両
脇
か
ら
被

さ
っ
て
く
る
よ
う
な
広
い
通
り
を
進
ん
で
、

青
葉
城
へ
向
か
う
。
本
丸
跡
に
建
つ
会
館
で

の
昼
食
後
、
仙
台
市
博
物
館
で
は
国
宝
で
あ

り
ユ
ネ
ス
コ
記
憶
遺
産
で
も
あ
る
「
支
倉
常

長
像
」（
ク
ロ
ー
ド
・
デ
リ
ュ
エ
作
）
や
「
教

皇
パ
ウ
ロ
５
世
像
」（
こ
れ
も
国
宝
）
等
を

見
て
、
博
物
館
に
近
い
広
瀬
川
ほ
と
り
の�

「
切
支
丹
殉
教
碑
」
に
立
ち
寄
る
。
そ
し
て
、

そ
こ
か
ら
バ
ス
で
１
時
間
ほ
ど
か
か
る
川
崎

町
（
旧
支
倉
村
）
へ
。
常
長
の
墓
所
の
一
つ

が
、
圓
長
山
・
円
福
寺
に
あ
る
か
ら
だ
が
、

こ
こ
へ
向
か
う
車
中
、
特
別
な
時
間
が
待
っ

て
い
た
。

１
日
目 

支
倉
時
計
、
仙
台
市
博
物
館
、
広
瀬
川

　

今
回
の
集
合
地
は
新
幹
線
の
仙
台
駅
だ
が
、

も
っ
と
も
多
い
東
京
出
発
組
は
加
賀
乙
彦
会

長
は
じ
め
と
す
る
32
名
で
、
定
刻
９
時
24
分

に
出
発
、
長
崎
な
ど
日
本
各
地
か
ら
参
加
の

会
員
と
の
集
合
地
・
仙
台
駅
で
予
定
通
り
11

時
20
分
に
合
流
し
た
。

　

仙
台
を
故
郷
と
す
る
二
人
の
会
員
（
伊
東

智
香
さ
ん
、
益
田
恵
さ
ん
）
か
ら
の
情
報
も

得
て
、
到
着
後
、
一
日
目
の
ス
ケ
ジ
ュ�

ー
ル
を
大
幅
に
修
正
す
る
。
仙
台
三
大
祭
り

　
『
侍
』
の
舞
台
、
仙
台
・
石
巻
再
訪

　

支
倉
常
長
出
港
―
―
５
月
の
月つ

き
の
う
ら浦
に
48
名

　

加
賀
乙
彦
会
長
の
特
別
講
話
も

　

 

報
告
―
―
第
20
回
遠
藤
文
学
原
点
の
旅

✍
第
20
回
「
遠
藤
文
学
原
点
の
旅
」
が
５
月
19
日
（
日
）
と
20
日
（
月
）
に
か
け
て
、

東
北
・
仙
台
か
ら
松
島
、
石
巻
を
訪
ね
て
行
わ
れ
た
（
参
加
者
48
名
）。
快
晴
に
も

恵
ま
れ
た
今
回
の
旅
の
テ
ー
マ
は
、『
沈
黙
』
と
並
ぶ
遠
藤
周
作
の
代
表
作
『
侍
』。

周
作
ク
ラ
ブ
で
は
２
０
０
３
年
５
月
に
も
仙
台
を
訪
ね
、『
侍
』
の
モ
デ
ル
と
な
っ

た
慶
長
遣
欧
使
節
・
支
倉
常
長
の
足
跡
を
追
っ
た
が
、
今
年
は
ま
た
あ
ら
た
な
目
的

地
も
加
え
て
の
再
訪
と
な
っ
た
。
参
加
の
希
望
が
多
く
寄
せ
ら
れ
、
バ
ス
を
よ
り
大

型
の
も
の
に
変
更
、
そ
れ
で
も
キ
ャ
ン
セ
ル
待
ち
の
会
員
が
続
出
と
い
う
人
気
だ
っ

た
。
ク
ラ
ブ
と
し
て
は
３
・
11
の
大
震
災
後
、
初
め
て
の
東
北
訪
問
で
あ
る
。

加
賀
会
長
に
よ
る
特
別
講
話

　
「
遠
藤
さ
ん
と
い
う
作
家
に
は
、
登
場
人

物
を
じ
つ
に
生
き
生
き
と
描
く
才
能
が
あ
り

ま
す
」
と
始
ま
っ
た
講
話
は
、
結
局
、
帰
り

道
に
も
ま
た
が
る
１
時
間
近
い
も
の
と
な
っ

た
。

　

加
賀
氏
は
『
侍
』
を
遠
藤
周
作
の
中
期
の

傑
作
と
評
価
し
つ
つ
、
そ
の
前
作
『
死
海
の

ほ
と
り
』
か
ら
、「
土
地
の
〈
層
〉
の
よ
う

に
で
き
あ
が
っ
て
い
く
〈
歴
史
〉
を
掘
り
起

こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
底
に
眠
っ
て
い
る
イ
エ

ス
と
い
う
人
物
を
復
活
さ
せ
る
」
遠
藤
文
学

の
技
法
に
触
れ
る
。

　

し
か
し
何
よ
り
興
味
深
か
っ
た
の
は
、

『
侍
』
が
準
備
さ
れ
て
い
た
頃
、
加
賀
氏
も

ま
た
支
倉
常
長
を
書
こ
う
と
し
て
構
想
を

練
っ
て
い
た
、
と
い
う
告
白
だ
ろ
う
。「
遠

藤
さ
ん
に
先
を
越
さ
れ
て
書
け
な
く
な
っ

た
」
と
い
う
が
、
遠
藤
周
作
の
描
く
長
谷
倉

が
「
刀
に
手
を
か
け
る
こ
と
も
、
声
を
荒
ら

げ
る
こ
と
も
、
愚
痴
を
言
う
こ
と
も
な
い
朴

訥
寡
黙
な
人
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
加
賀
氏

が
抱
い
た
支
倉
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
意
志
の
強

（第75号）
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い
、
武ぶ

張ば

っ
た
、
ち
ょ
っ
と
怒
っ
た
よ
う
な

感
じ
の
人
」
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
点
も
、

や
は
り
『
高
山
右
近
』『
殉
教
者
』
の
作
者

ら
し
か
っ
た
。

　
『
侍
』
刊
行
時
の
作
者
と
の
対
談
を
振
り

返
り
つ
つ
加
賀
氏
は
、「
長
谷
倉
の
信
仰
に

お
け
る
曖
昧
さ
は
、
お
そ
ら
く
遠
藤
さ
ん
の

意
図
」
と
し
、
対
談
の
折
の
遠
藤
氏
の
言
葉

―
―
「
明
確
に
は
信
仰
を
意
識
さ
せ
ず
に
、

ボ
ヤ
ッ
と
し
た
な
か
で
殺
さ
れ
て
い
く
感
じ

に
し
た
か
っ
た
」
に
着
目
し
て
「
一
粒
の
種

が
心
の
ど
こ
か
に
入
っ
て
い
く
」
と
い
う
遠

藤
文
学
の
特
徴
に
迫
る
。

「
ホ
ン
ワ
カ
し
た
も
の
―
―
と
遠
藤
さ
ん
は
、

い
つ
も
の
お
ど
け
た
よ
う
な
、
ふ
ざ
け
た
よ

う
な
調
子
で
言
い
ま
し
た
が
、
ふ
ざ
け
て
い

る
と
き
は
マ
ジ
メ
な
の
で
す
、
遠
藤
さ
ん
と

い
う
人
は
…
…
。
真
剣
に
考
え
ぬ
い
た
う
え

で
の
言
葉
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
」

　
『
侍
』
の
持
つ
、
も
う
一
つ
の
意
味
が
明

か
さ
れ
た
60
分
で
あ
っ
た
。

圓
長
山
円
福
寺
で
の
ハ
プ
ニ
ン
グ

　

常
長
の
墓
の
ふ
も
と
、
本
堂
前
に
皆
が
も

ど
っ
た
頃
、
た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た
ご
住

職
の
、「
特
別
に
マ
リ
ア
観
音
像
を
お
見
せ

し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
厚
意
に
、
一
同
は
本

堂
内
へ
。
普
段
は
開
か
れ
る
こ
と
の
な
い
本

尊
脇
の
扉
が
あ
け
ら
れ
、
脇
仏
で
あ
る
マ
リ

ア
観
音
像
と
、
宣
教
師
を
思
わ
せ
る
像
が
持

ち
出
さ
れ
た
。
さ
す
が
に
常
長
の
地
・
旧
支

倉
村
と
言
お
う
か
、
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
気

配
も
濃
厚
な
目
前
の
二
体
に
、
誰
も
が
遠
藤

文
学
の
数
々
の
受
難
の
場
面
を
想
い
、
こ
の

特
別
な
計
ら
い
に
感
謝
し
た
。

　

そ
し
て
夕
刻
、
旧
支
倉
村
か
ら
バ
ス
は
松

島
へ
。
こ
の
日
の
宿
は
「
ホ
テ
ル
大
観
荘
」。

高
台
に
建
つ
た
め
、
大
震
災
の
際
に
は
長
い

期
間
、
避
難
・
救
護
の
場
所
と
し
て
人
々
を

受
け
入
れ
た
と
い
う
。

　

日
本
三
景
の
松
島
を
の
ぞ
む
風
呂
に
入
れ

ば
、
あ
と
は
夕
食
会
で
あ
る
。
今
回
初
め
て

参
加
し
た
会
員
８
名
の
紹
介
と
挨
拶
や
、
長

崎
か
ら
の
会
員
な
ど
の
近
況
報
告
も
あ
っ
て
、

な
ご
や
か
な
宴
と
な
り
、
加
賀
会
長
も
こ
の

晩
は
め
ず
ら
し
く
場
所
を
変
え
て
の
二
次
会

に
参
加
し
て
、
東
北
の
銘
酒
を
愉
し
ん
で
い

た
。

２
日
目 

石
巻
へ
︱
︱
月
浦
と
サ
ン
フ
ァ
ン
館

　

快
晴
だ
が
、
風
が
強
い
。
松
島
の
海
に
白

波
が
立
っ
て
い
る
。

　

こ
の
日
の
目
的
地
は
牡
鹿
半
島
、
石
巻
。

バ
ス
が
山
道
に
か
か
る
と
、
斜
面
の
緑
に
紫

の
藤
の
花
が
目
だ
っ
た
。
そ
し
て
時
折
、
同

じ
色
を
し
た
花
が
ち
ら
ほ
ら
と
。

　
「
下
が
っ
て
い
る
の
が
藤
、
上
を
向
い
て

咲
く
の
が
桐
」
と
幹
事
の
高
橋
千
劔
破
さ
ん

が
言
う
。
藤
も
、
桐
も
、
い
ま
が
盛
り
の
よ

う
に
山
肌
の
あ
ち
こ
ち
に
鮮
や
か
な
紫
を
浮

か
せ
て
い
る
。

　

こ
の
日
、
バ
ス
の
中
で
は
亀
岡
園
子
さ
ん

に
よ
る
月
浦
に
関
わ
る
作
品
の
朗
読
が
行
わ

れ
た
。

　

慶
長
18
年
（
１
６
１
３
）、
支
倉
常
長
は

石
巻
に
あ
る
小
さ
な
入
江
・
月
浦
（
つ
き
の

う
ら
。『
侍
』
で
は
「
月
ノ
浦
」）
を
出
港
し

た
。
藩
主
・
伊
達
政
宗
の
命
を
う
け
、
ス
ペ

イ
ン
領
メ
キ
シ
コ
（
ノ
ベ
ス
パ
ニ
ア
）
と
の

通
商
許
可
を
得
る
た
め
の
、
結
局
は
７
年
に

お
よ
ぶ
旅
で
あ
る
。

「
侍
も
（
略
）
こ
れ
か
ら
別
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

牡
鹿
の
山
々
を
見
つ
め
た
。
五
月
の
樹
木
は

既
に
色
濃
く
、
山
を
覆
っ
て
い
た
。
こ
れ
が

彼
が
当
分
見
る
こ
と
の
で
き
ぬ
最
後
の
日
本

の
風
景
で
あ
る
」（『
侍
』
第
二
章
か
ら
）

　

そ
の
同
じ
五
月
に
月
浦
を
訪
ね
る
―
―
。

も
ち
ろ
ん
そ
こ
は
、
45
年
前
に
遠
藤
周
作
も

降
り
立
っ
た
入
江
で
あ
る
。
し
か
し
３
・
11

の
津
波
で
地
形
も
変
わ
る
ほ
ど
の
被
害
を
受

け
た
と
聞
い
て
い
た
か
ら
、
今
回
は
皆
で
そ

れ
を
確
か
め
る
と
同
時
に
、
作
者
も
立
っ
た

牡
鹿
の
小
さ
な
入
江
に
自
分
た
ち
も
立
ち
た

い
、
と
い
う
の
が
今
回
の
旅
の
目
的
の
一
つ

で
あ
っ
た
。

　

バ
ス
の
運
転
手
さ
ん
に
無
理
を
言
っ
て
降

り
た
月
浦
に
、
や
は
り
観

光
客
の
姿
は
な
か
っ
た
。

護
岸
工
事
の
た
め
の
ト

ラ
ッ
ク
が
何
台
か
駐
ま
り
、

静
け
さ
が
支
配
し
て
い
る
。

我
わ
れ
の
靴
音
と
話
し
声

だ
け
が
響
く
。
か
つ
て

あ
っ
た
狭
い
岸
辺
は
す
で

に
な
く
、
新
た
に
造
ら
れ

た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
護
岸

と
防
波
堤
が
海
と
向
き

合
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
背
後
の
山
肌
を
見

る
と
、
こ
こ
に
も
紫
色
の
藤
が
各
所
に
目
立

ち
、
そ
の
下
の
か
ろ
う
じ
て
生
き
残
っ
た
岸

辺
に
は
、
青
い
ツ
ル
桔
梗
が
一
面
に
咲
い
て

い
た
。

「
使
者
衆
た
ち
を
の
せ
、
小
舟
は
ゆ
っ
く
り

と
岸
を
離
れ
、
入
江
の
切
り
た
っ
た
崖
に
そ

い
静
か
に
沖
に
進
ん
で
い
く
。（
略
）
何
年

か
後
に
自
分
た
ち
が
生
き
て
帰
国
し
、
こ
の

入
江
に
ふ
た
た
び
戻
っ
て
来
た
時
（
略
）
と

ふ
と
思
っ
た
。
／
入
江
を
出
た
瞬
間
、
一
昨

日
は
じ
め
て
見
た
大
船
が
ふ
た
た
び
眼
に
飛

び
こ
ん
で
き
た
」（『
侍
』
第
二
章
か
ら
）

　

そ
の
復
元
船
「
サ
ン
・
フ
ァ
ン
・
バ
ウ
テ
ィ

ス
タ
号
」
を
見
学
に
、
慶
長
使
節
団
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
へ
寄
る
。
し
か
し
こ
の
船
も
、
木
工

技
術
や
維
持
費
の
問
題
で
ほ
ど
な
く
解
体
、

遺
棄
さ
れ
る
と
い
う
。

　

し
か
し
―
―
、
旅
か
ら
帰
っ
て
編
集
部
へ

届
い
た
手
紙
（
会
員
・
八
十
嶋
章
子
さ
ん
か

ら
）
の
一
節
を
最
後
に
添
え
て
お
き
た
い
。

「
山
河
の
地
形
や
陽
光
は
生
き
て
い
る
の
で

す
ね
、
月
浦
の
水
際
に
降
り
立
っ
て
、
そ
れ

が
わ
か
り
ま
し
た
」

（
記
／
加
藤
宗
哉
、
写
真
／
清
水
優
子
）

月浦で45年前の遠藤先生と
同じ場所に立つ加賀乙彦会長

円福寺のマリア観音増


