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ら
、
よ
り
良
い

地
域
を
目
指

し
て
、
共
に
つ

く
っ
て
き
た
歴

史
が
あ
り
ま

す
。
だ
か
ら
こ

そ
、
商
店
街

の
メ
ン
バ
ー
は

皆
、
少
し
の
こ

と
で
は
折
れ
な
い
強
い
絆
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
も
、
地
域
住
民
の
方
々
と
協
力
し
合
い

な
が
ら
、
１
０
０
年
後
も
街
が
残
り
、
新
し
い
こ

と
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
に
ぎ
わ
い
続
け
る
荒

町
商
店
街
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
私
た

ち
の
誇
り
で
あ
る
荒
町
商
店
街
に
、
ぜ
ひ
一
度

足
を
運
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

荒町商店街の役員の皆さん。
左から庄子康一副理事長、
佐藤光政理事、佐藤隆俊理事
長、伊藤善子副理事長、伊藤
元治副理事長。

　
隔
月
で
市
内
商
店
街
（
会
）
の
取
り
組
み
や

魅
力
を
紹
介
す
る
当
コ
ー
ナ
ー
の
第
４
回
目

は
、
本
年
度
、
長
年
に
わ
た
り
理
事
長
を
務
め

た
佐
藤
光
政
氏
か
ら
ま
と
め
役
を
引
き
継
い
だ

荒
町
商
店
街
振
興
組
合
の
佐
藤
隆
俊
理
事
長
か

ら
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

約
４
０
０
年
の
長
い
歴
史
が
息
づ
く
街

　

当
商
店
街
は
仙
台
駅
か
ら
南
へ
徒
歩
20
分

ほ
ど
の
場
所
に
位
置
す
る
商
店
街
で
す
。
荒

町
は
、
も
と
も
と
伊
達
家
と
と
も
に
、
米
沢
か

ら
岩
出
山
を
経
て
仙
台
に
移
っ
て
き
た
六
つ

の
御
譜
代
町
の
一
つ
で
、
４
０
０
年
近
い
歴
史

が
あ
り
ま
す
。
実
は
、
仙
台
開
府
当
初
は
、
現

在
の
南
町
通
か
ら
東
北
大
学
金
属
研
究
所
に

至
る
南
北
の
道
す
が
ら
に
あ
り
ま
し
た
が
、
政

宗
の
若
林
城
築
城
に
伴
い
、
寛
永
４
～
５
年

（
１
６
２
７
～
２
８
年
）
ご
ろ
に
現
在
地
に
移

さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
仙
台
藩
か
ら
麴こ

う
じの

専
売
権
を
得
て
発
展
し
た
街
と
し
て
も
知
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
当
商
店
街
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
長
い
歴
史
を

持
つ
お
店
や
新
た
に
出
店
し
た
お
店
な
ど
、
幅

広
い
業
種
の
方
に
所
属
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

し
か
し
近
年
、
商
店
街
メ
ン
バ
ー
の
高
齢
化
も

相
ま
っ
て
、
地
域
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
る
「
毘
沙

門
天
王
」
の
祭
り
や
七
夕
ま
つ
り
な
ど
、
多
く

の
催
し
が
開
催
さ
れ
る
時
期
は
、
十
分
な
人

員
を
確
保
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
当
商
店
街
の
エ
リ
ア
や
近
隣

に
学
校
や
児
童
館
、
市
民
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
さ

ま
ざ
ま
な
年
代
の
方
が
集
う
場
所
が
多
く
あ
る

点
を
生
か
し
て
、
荒
町
商
店
街
青
年
部
を
発
展

さ
せ
た
『
荒
町
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
』
を
設

立
し
ま
し
た
。
現
在
、
地
域
住
民
の
方
々
を
は

じ
め
多
く
の
皆
さ
ん
に
ご
加
入
い
た
だ
き
な
が

ら
、
世
代
の
垣
根
を
越
え
て
魅
力
の
あ
る
ま
ち

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
改
め
て
、
地

域
一
丸
と
な
っ
て
こ
そ
、
街
の
魅
力
は
深
ま
っ
て

い
く
も
の
だ
と
実
感
し
て
い
ま
す
。

歴
史
を
生
か
し
た
荒
町
の
新
名
物
「
回か
い
ぶ
ん文

団う
ち
わ扇

」

　
活
動
を
し
て
い
く
中
で
、
近
隣
の
学
生
と
交

流
を
持
つ
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
「
入

り
た
い
と
思
う
よ
う
な
店
は
ど
ん
な
店
か
」
と

聞
い
た
際
に
、
当
商
店
街
に
は
な
い
よ
う
な
お

店
を
多
く
挙
げ
て
い
ま
し
た
。
「
こ
れ
で
は
、
こ

の
地
域
か
ら
足
が
遠
の
い
て
し
ま
う
」
と
思
い
、

活
性
化
の
た
め
に
何
か
で
き
な
い
か
と
考
え
た

回文団扇は丸型、角型の２種類があり、当
商店街の８店舗でのみ販売。将来的には
制作会社から技術を継承し、荒町での回
文団扇づくり完全復活を目指している。

と
き
に
着
想
し
た
の
が
、
幕
末
に
荒
町
で
販
売

し
て
い
た
「
回
文
団
扇
」
の
復
活
で
し
た
。

　

実
は
荒
町
に
は
、
麴
屋
の
夏
の
閑
散
期
の
副

業
と
し
て
、
う
ち
わ
を
製
造
し
て
い
た
歴
史
が
あ

り
ま
す
。
柿
渋
を
塗
っ
た
丈
夫
な
う
ち
わ
は
、
耐

水
性
や
虫
よ
け
効
果
な
ど
か
ら
、
日
用
品
と
し

て
も
重
宝
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
特
に
、
荒
町
で
麴

店
を
営
み
、
後
に
幕
末
の
奇
才
と
称
さ
れ
る
回

文
師
「
仙
代
庵
（
細
屋
勘
左
衛
門
）
」
の
ユ
ー
モ

ア
あ
ふ
れ
る
回
文
を
乗
せ
た
回
文
団
扇
は
、
人

気
を
博
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
昨
年
12
月
の
企
画

立
案
か
ら
多
く
の
方
々
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
今

年
７
月
よ
り
販
売
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
皆
さ
ん
と
協
力
し
復
活
で
き
た
こ
の
う
ち
わ

は
、
あ
お
い
で
良
し
、
飾
っ
て
良
し
、
土
産
に

良
し
と
、
早
く
も
古
く
て
新
し
い
荒
町
名
物
と

な
っ
て
い
ま
す
。
日
常
使
い
や
荒
町
を
訪
れ
た
際

の
お
土
産
品
と
し
て
、
幅
広
い
世
代
の
方
々
に

楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
う
れ
し
い
で
す
ね
。

１
０
０
年
後
も
に
ぎ
わ
う
街
を
目
指
し
て

　
現
在
、
当
商
店
街
で
は
「
荒
町
１
０
０
年
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
、
１
０
０
年
後
も
に
ぎ
わ

い
が
続
く
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
小
さ
い
な
が
ら
も
自
ら
イ

ン
フ
ラ
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
積
極
的
に
街
づ
く

り
に
励
ん
で
き
ま
し
た
。
今
日
ま
で
も
、
地
域
の

歩
道
整
備
や
、
街
灯
設
置
の
検
討
な
ど
、
そ
の

た
び
に
商
店
街
の
メ
ン
バ
ー
で
話
し
合
い
な
が
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４
０
０
年
の
歴
史
を
受
け
継
ぎ
、

１
０
０
年
後
の
未
来
を
見
据
え
て

活
気
あ
ふ
れ
る
街
の
絆
を

大
切
に
し
て
い
き
ま
す
。

ぶらり
 商店街
  さんぽ

HP : https://www.aramachi.net/

８月１日、２日に開催された毘沙門天
王祭の様子。みこし担ぎや個性あふれ
る出店は、今年も多くの人でにぎわい
を見せた。 荒

町
商
店
街
振
興
組
合

第4回

年間の主な催し・イベント
どんと祭（１月開催）
荒町小学校・絵のある街（２月開催）
ハンドメイド市（春～秋開催）
毘沙門天王祭（８月１日、２日開催）
荒町七夕まつり（８月６～８日開催）
荒町ハロウィーン（１０月開催）
荒町冬のイルミネーション
（１２月開催）
アラマチマン毘沙イベント
（通年開催）


