
　
　
東
城
町
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
「
お
通
り
」
に
、

裏
方
の
一
人
と
し
て
関
わ
る
細
川
さ
ん
に
お

話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
お
通
り
」
と
の
出
会
い

　

私
は
広
島
市
で
生
ま
れ
、
小
学
校
時
代
を

庄
原
市
で
過
ご
し
た
後
、
中
学
校
か
ら
は
庄

原
市
を
離
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
広
島
市
内

で
就
職
し
て
働
い
て
い
た
時
、
東
城
町
出
身

の
夫
と
出
会
い
、
結
婚
を
機
に
東
城
町
に
移

り
住
み
ま
し
た
。
そ
の
時
、
近
所
に
住
む
女

性
の
お
二
人
が
優
し
く
受
け
入
れ
て
く
れ
ま

し
た
。
そ
の
二
人
は
「
お
通
り
」
の
復
活
に

関
わ
っ
て
お
り
、
約
30
年
前
か
ら
町
内
の
人

と
協
力
し
、
提
供
さ
れ
た
着
物
を
直
し
た
り

守
っ
た
り
し
て
き
た
中
心
的
な
人
で
す
。
そ

の
人
か
ら
、
着
付
け
を
手
伝
っ
て
も
ら
え
な

い
か
と
声
が
掛
か
り
、
少
し
で
も
力
に
な
れ

れ
ば
と
思
い
、
以
来
毎
年
「
お
通
り
」
に
関

わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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自
治
定
住
課
定
住
推
進
係

☎
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こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、人
と
人
と
の
つ
な
が
り
や
暮
ら

し
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
、シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
ま
す
。

ま
ち
を
知
り
、地
元
の
新
た
な
魅
力
を
発
見
す
る
こ
と

で
、人
を
、ま
ち
を
、も
っ
と
好
き
に
な
り
ま
す
よ
う
に
。

「お通り」で母衣行列の
着付けに携わる
細
ほそかわ

川　理
り え

恵さん

思
い
を
引
き
継
ぐ

　

現
在
は
引
き
継
い
だ
新
た
な
メ
ン
バ
ー
で

事
前
に
母ほ

ろ衣
の
状
態
を
確
認
し
、
衣
装
一
式

を
そ
ろ
え
着
付
け
を
し
ま
す
。

　

小
母
衣
を
背
負
っ
た
小
学
生
が
数
年
後
、

大
母
衣
を
背
負
い
参
加
し
て
く
れ
る
と
、
自

分
た
ち
が
大
切
に
受
け
継
い
で
き
た
も
の
が
、

子
ど
も
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
の
を
感
じ
て
う

れ
し
く
な
り
ま
す
。

　

着
物
は
古
い
も
の
ほ
ど
重
く
、
母
衣
も
大

き
い
も
の
は
20
キ
ロ
近
い
の
で
、
背
負
っ
て

い
る
子
ど
も
は
本
当
に
大
変
で
す
。
そ
れ
で

も
東
城
の
町
を
歩
く
姿
は
本
当
に
た
く
ま
し

い
と
感
じ
ま
す
。
城
山
橋
で
母
衣
行
列
が
２

列
に
並
ぶ
光
景
は
壮
観
で
、
母
衣
に
付
い
て

い
る
花
が
重
な
る
様
子
は
本
当
に
美
し
く
、

そ
れ
を
見
る
と「
裏
方
は
大
変
だ
け
れ
ど
や
っ

て
良
か
っ
た
」
と
思
い
ま
す
。

　
「
お
通
り
」
で
使
う
母
衣
や
大
将
人
形
、
着

物
は
大
事
に
保
存
さ
れ
て
き
た
古
い
も
の
も

あ
り
ま
す
。
東
城
は
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を

大
切
に
受
け
継
い
で
い
く
文
化
が
残
っ
て
い

る
町
だ
と
思
い
ま
す
。
母
衣
行
列
復
活
に
尽

力
し
た
人
の
思
い
や
歴
史
を
つ
な
い
で
伝
え

て
い
く
こ
と
が
、
私
に
で
き
る
こ
と
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
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比
和
支
所
地
域
振
興
室

☎
０
８
２
４
‐
85
‐
３
０
０
３

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
営
農
指
導
員
か

ら
農
業
の
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
つ
を
お
知

ら
せ
し
て
い
ま
す
が
、
今
回
は
作
っ
た

野
菜
な
ど
を
出
荷
で
き
る
農
産
物
直
売

所
「
比
和
の
特
産
市
場
」
を
紹
介
し
ま

す
。

　

吾
妻
山
の
麓
、豊
か
な
自
然
に
囲
ま

れ
た
比
和
町
に
あ
る
直
売
所
が
比
和
の

特
産
市
場
で
す
。こ
こ
で
は
、主
に
町
内

で
採
れ
た
新
鮮
な
野
菜
や
キ
ノ
コ
類
の

ほ
か
、加
工
品
な
ど
の
地
場
産
品
を
取

り
そ
ろ
え
て
い
ま
す
。特
に
か
し
わ
餅

と
漬
物
が
売
れ
筋
で
す
。

　

毎
週
土
・
日
曜
日
の
み
の
営
業
な
の

で
、生
産
量
の
少
な
い
小
規
模
農
家
で

も
自
分
の
ペ
ー
ス
で
無
理
な
く
気
軽
に

出
荷
で
き
ま
す
。

　

出
荷
者
が
交
代
で
当
番
す
る
た
め
、

直
接
、
買
い

手
の
反
応
を

見
る
こ
と
が

で
き
る
の
も

楽
し
み
の
一

つ
で
す
。

比
和
の
特
産
市
場
へ
　
　
　
　
　

出
荷
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

比
和
の
特
産
市
場
の
会
員
（
出
荷

者
）
に
な
る
に
は
？

　

特
別
の
要
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず

は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
年
会
費　

１
５
０
０
円

比
和
の
特
産
市
場
の
概
要

▼
商
品
の
価
格
は
、
市
場
の
価
格
な
ど

　

を
参
考
に
出
荷
者
本
人
が
決
定
し
ま

　

す
。

▼
商
品
の
持
ち
込
み
は
、
出
荷
者
が
行

　

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▼
売
れ
残
っ
た
商
品
は
、
原
則
と
し
て

　

当
日
の
販
売
終
了
後
、
出
荷
者
が
引

　

き
取
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

営
業
日

毎
週
土
・
日
曜
日
の
８
時
～
12
時

（
４
月
～
12
月
の
み
営
業
）

営
農
指
導
員
の

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス

番
外
編
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