
　

昨
年
晩
秋
、
鎌
倉
国
宝
館

　

昨
年
晩
秋
、
鎌
倉
国
宝
館

で
開
か
れ
た
「
東
大
寺
サ
ミ

で
開
か
れ
た
「
東
大
寺
サ
ミ

ッ
ト
ッ
ト
inin
か
ま
く
ら
」
開
催
記

か
ま
く
ら
」
開
催
記

念
特
別
展
を
拝
観
に
行
っ

念
特
別
展
を
拝
観
に
行
っ

た
。
治
承
４
年
（
１
１
８
０

た
。
治
承
４
年
（
１
１
８
０

年
）
平
重
衡
の
南
都
焼
打
ち

年
）
平
重
衡
の
南
都
焼
打
ち

に
よ
り
灰
燼
に
帰
し
た
東
大

に
よ
り
灰
燼
に
帰
し
た
東
大

寺
の
復
興
に
源
頼
朝
は
手
厚

寺
の
復
興
に
源
頼
朝
は
手
厚

い
援
助
を
行
っ
た
。
そ
れ
以

い
援
助
を
行
っ
た
。
そ
れ
以

来
の
鎌
倉
と
東
大
寺
の
密
接

来
の
鎌
倉
と
東
大
寺
の
密
接

な
関
係
が
続
い
て
い
る
の
だ

な
関
係
が
続
い
て
い
る
の
だ

が
、
加
え
て
鶴
岡
八
幡
宮
の

が
、
加
え
て
鶴
岡
八
幡
宮
の

存
在
を
考
え
て
み
る
必
要
が

存
在
を
考
え
て
み
る
必
要
が

あ
る
。

あ
る
。

　

展
示
品
の
中
に
鶴
岡
八
幡

　

展
示
品
の
中
に
鶴
岡
八
幡

宮
所
蔵
の
菩
薩
面
（
重
要
文

宮
所
蔵
の
菩
薩
面
（
重
要
文

化
財
）
と
舞
楽
面
（
重
要
文

化
財
）
と
舞
楽
面
（
重
要
文

化
財
）
が
あ
っ
た
。
源
頼
朝

化
財
）
が
あ
っ
た
。
源
頼
朝

が
東
大
寺
落
慶
供
養
の
お
り

が
東
大
寺
落
慶
供
養
の
お
り

手
向
山
八
幡
宮
か
ら
送
ら
れ

手
向
山
八
幡
宮
か
ら
送
ら
れ

た
も
の
と
伝
え
る
。
源
頼
朝

た
も
の
と
伝
え
る
。
源
頼
朝

が
建
立
に
力
を
尽
く
し
た
大

が
建
立
に
力
を
尽
く
し
た
大

仏
殿
は
そ
の
後
消
失
し
失
わ

仏
殿
は
そ
の
後
消
失
し
失
わ

れ
た
が
贈
ら
れ
た
面
は
鎌
倉

れ
た
が
贈
ら
れ
た
面
は
鎌
倉

に
残
っ
て
い
る
。

に
残
っ
て
い
る
。

　

手
向
山
八
幡
宮
は
東
大
寺

　

手
向
山
八
幡
宮
は
東
大
寺

の
鎮
守
社
で
あ
る
。
大
仏
開

の
鎮
守
社
で
あ
る
。
大
仏
開

眼
供
養
に
九
州
の
宇
佐
神
宮

眼
供
養
に
九
州
の
宇
佐
神
宮

か
ら
上
京
し
東
大
寺
鎮
守
社

か
ら
上
京
し
東
大
寺
鎮
守
社

と
し
て
祀
ら
れ
た
。
年
明
け

と
し
て
祀
ら
れ
た
。
年
明
け

早
々
お
参
り
に
行
っ
た
。
東

早
々
お
参
り
に
行
っ
た
。
東

大
寺
境
内
は
大
勢
の
人
達
で

大
寺
境
内
は
大
勢
の
人
達
で

混
み
合
っ
て
い
た
。
し
か
し

混
み
合
っ
て
い
た
。
し
か
し

七
草
か
ら
ま
だ
数
日
と
い
う

七
草
か
ら
ま
だ
数
日
と
い
う

の
に
正
月
の
雰
囲
気
は
ま
っ

の
に
正
月
の
雰
囲
気
は
ま
っ

た
く
な
い
。
中
国
語
が
飛
び

た
く
な
い
。
中
国
語
が
飛
び

交
い
さ
な
が
ら
中
国
の
古
刹

交
い
さ
な
が
ら
中
国
の
古
刹

を
訪
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。

を
訪
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。

　

手
向
山
八
幡
宮
は
大
仏
殿

　

手
向
山
八
幡
宮
は
大
仏
殿

の
前
を
右
に
折
れ
坂
道
を
登

の
前
を
右
に
折
れ
坂
道
を
登

り
切
っ
た
山
中
に
鎮
座
す

り
切
っ
た
山
中
に
鎮
座
す

る
。
何
度
か
参
拝
し
て
い
る

る
。
何
度
か
参
拝
し
て
い
る

の
だ
が
今
回
は
歳
の
せ
い
か

の
だ
が
今
回
は
歳
の
せ
い
か

参
道
が
ず
い
ぶ
ん
急
傾
斜
に

参
道
が
ず
い
ぶ
ん
急
傾
斜
に

な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

そ
こ
は
訪
れ
る
人
も
あ
ま
り

そ
こ
は
訪
れ
る
人
も
あ
ま
り

な
い
静
か
な
境
内
で
大
仏
殿

な
い
静
か
な
境
内
で
大
仏
殿

前
の
喧
噪
を
逃
れ
て
お
参
り

前
の
喧
噪
を
逃
れ
て
お
参
り

で
き
た
。
全
国
で
３
万
社
以

で
き
た
。
全
国
で
３
万
社
以

上
と
云
わ
れ
て
い
る
八
幡
社

上
と
云
わ
れ
て
い
る
八
幡
社

の
分
社
第
１
号
、
天
平
勝
宝

の
分
社
第
１
号
、
天
平
勝
宝

元
年
（
７
４
９
年
）
勧
請
の

元
年
（
７
４
９
年
）
勧
請
の

八
幡
宮
で
あ
る
。
重
要
文
化

八
幡
宮
で
あ
る
。
重
要
文
化

財
の
菩
薩
面
、
舞
楽
面
が
所

財
の
菩
薩
面
、
舞
楽
面
が
所

蔵
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
鶴

蔵
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
鶴

岡
八
幡
宮
所
蔵
の
も
の
と
同

岡
八
幡
宮
所
蔵
の
も
の
と
同

一
時
代
の
も
の
だ
ろ
う
か
。

一
時
代
の
も
の
だ
ろ
う
か
。

残
念
な
が
ら
見
る
こ
と
は
で

残
念
な
が
ら
見
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
明
治
の
神
仏
分
離

き
な
い
。
明
治
の
神
仏
分
離

で
現
在
は
東
大
寺
を
離
れ
神

で
現
在
は
東
大
寺
を
離
れ
神

社
と
し
て
独
立
し
て
い
る
。

社
と
し
て
独
立
し
て
い
る
。

　

奈
良
に
は
八
幡
宮
を
鎮
守

　

奈
良
に
は
八
幡
宮
を
鎮
守

と
す
る
寺
が
他
に
も
あ
る
。

と
す
る
寺
が
他
に
も
あ
る
。

大
安
寺
八
幡
宮
は
元
大
安
寺

大
安
寺
八
幡
宮
は
元
大
安
寺

の
鎮
守
で
あ
っ
た
。
僧
行
教

の
鎮
守
で
あ
っ
た
。
僧
行
教

が
宇
佐
神
宮
か
ら
勧
請
し
た

が
宇
佐
神
宮
か
ら
勧
請
し
た

と
伝
え
ら
れ
京
都
の
石
清
水

と
伝
え
ら
れ
京
都
の
石
清
水

八
幡
宮
の
元
宮
と
も
称
さ
れ

八
幡
宮
の
元
宮
と
も
称
さ
れ

る
。
こ
の
神
社
も
明
治
の
神

る
。
こ
の
神
社
も
明
治
の
神

仏
分
離
に
よ
り
大
安
寺
と
離

仏
分
離
に
よ
り
大
安
寺
と
離

れ
神
社
と
し
て
独
立
し
た
。

れ
神
社
と
し
て
独
立
し
た
。

　

薬
師
寺
の
南
大
門
を
出
た

　

薬
師
寺
の
南
大
門
を
出
た

先
の
森
の
中
に
休
ヶ
岡
八
幡

先
の
森
の
中
に
休
ヶ
岡
八
幡

宮
が
あ
る
。
御
社
殿
は
重
要

宮
が
あ
る
。
御
社
殿
は
重
要

文
化
財
で
八
幡
神
像
を
は
じ

文
化
財
で
八
幡
神
像
を
は
じ

め
と
す
る
三
神
像
は
国
宝
で

め
と
す
る
三
神
像
は
国
宝
で

あ
る
が
地
元
の
人
以
外
は
あ

あ
る
が
地
元
の
人
以
外
は
あ

ま
り
訪
れ
る
人
も
無
い
。
数

ま
り
訪
れ
る
人
も
無
い
。
数

十
年
前
に
参
拝
し
た
時
は
少

十
年
前
に
参
拝
し
た
時
は
少

し
荒
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が

し
荒
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が

あ
っ
た
。
無
人
で
は
あ
る
が

あ
っ
た
。
無
人
で
は
あ
る
が

今
で
は
整
備
が
行
き
届
い
て

今
で
は
整
備
が
行
き
届
い
て

い
る
。
こ
ん
も
り
し
た
社
叢

い
る
。
こ
ん
も
り
し
た
社
叢

に
包
ま
れ
た
神
門
前
の
石
畳

に
包
ま
れ
た
神
門
前
の
石
畳

は
清
潔
感
が
有
り
心
地
よ

は
清
潔
感
が
有
り
心
地
よ

い
。
行
教
が
大
安
寺
八
幡
宮

い
。
行
教
が
大
安
寺
八
幡
宮

を
九
州
か
ら
勧
請
の
折
、
こ

を
九
州
か
ら
勧
請
の
折
、
こ

の
地
で
休
ん
だ
の
で
休
ヶ
岡

の
地
で
休
ん
だ
の
で
休
ヶ
岡

と
い
う
伝
承
が
あ
り
後
に
寛

と
い
う
伝
承
が
あ
り
後
に
寛

平
８
年
（
８
９
６
年
）
に
薬

平
８
年
（
８
９
６
年
）
に
薬

師
寺
別
当
栄
紹
が
宇
佐
神
宮

師
寺
別
当
栄
紹
が
宇
佐
神
宮

よ
り
こ
の
地
に
勧
請
し
薬
師

よ
り
こ
の
地
に
勧
請
し
薬
師

寺
の
鎮
守
と
し
た
。
休
ヶ
岡

寺
の
鎮
守
と
し
た
。
休
ヶ
岡

八
幡
宮
は
今
で
は
珍
し
く
薬

八
幡
宮
は
今
で
は
珍
し
く
薬

師
寺
が
主
掌
し
て
い
る
寺
が

師
寺
が
主
掌
し
て
い
る
寺
が

管
理
す
る
神
社
で
あ
る
。

管
理
す
る
神
社
で
あ
る
。

　

さ
て
５
年
余
に
わ
た
り
紙

　

さ
て
５
年
余
に
わ
た
り
紙

面
を
汚
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

面
を
汚
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

「
鎌
倉
つ
れ
づ
れ
」
も
次
回

「
鎌
倉
つ
れ
づ
れ
」
も
次
回

３
月
号
で
閉
じ
る
こ
と
に
な

３
月
号
で
閉
じ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
「
読
ん
で
い
ま
す
」

っ
た
。
「
読
ん
で
い
ま
す
」

の
言
葉
が
大
変
あ
り
が
た
く

の
言
葉
が
大
変
あ
り
が
た
く

励
み
に
な
り
ま
し
た
が
浅
学

励
み
に
な
り
ま
し
た
が
浅
学

菲
才
の
身
、
刀
折
れ
矢
は
尽

菲
才
の
身
、
刀
折
れ
矢
は
尽

き
た
思
い
が
し
て
い
ま
す
。

き
た
思
い
が
し
て
い
ま
す
。

次
号
の
「
八
幡
宮
と
東
大
寺

次
号
の
「
八
幡
宮
と
東
大
寺

そ
の
二
」
で
私
見
を
総
ざ
ら

そ
の
二
」
で
私
見
を
総
ざ
ら

い
し
最
終
と
さ
せ
て
い
た
だ

い
し
最
終
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
長
い
間
の
励
ま
し

き
ま
す
。
長
い
間
の
励
ま
し

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

「
商
売
繁
盛
お
祈
り
申
し

　

「
商
売
繁
盛
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
」
の
掛
け
声
に
続

上
げ
ま
す
」
の
掛
け
声
に
続

い
て
「
ド
ド
ン
、
ド
ン
」
と

い
て
「
ド
ド
ン
、
ド
ン
」
と

太
鼓
の
音
。
鎌
倉
市
小
町
の

太
鼓
の
音
。
鎌
倉
市
小
町
の

本
覚
寺
で
は
１
月

本
覚
寺
で
は
１
月
1010
日
、
朝

日
、
朝

８
時
す
ぎ
か
ら

８
時
す
ぎ
か
ら
1010
日
え
び
す

日
え
び
す

が
行
わ
れ
、
福
笹
を
買
い
求

が
行
わ
れ
、
福
笹
を
買
い
求

め
る
人
ら
で
に
ぎ
わ
っ
た

め
る
人
ら
で
に
ぎ
わ
っ
た
＝

写
真
写
真
。
福
笹
は
竹
の
枝
に
打

。
福
笹
は
竹
の
枝
に
打

ち
出
の
小
槌
や
鯛
、
小
判
な

ち
出
の
小
槌
や
鯛
、
小
判
な

ど
の
縁
起
物
を
つ
け
た
も
の

ど
の
縁
起
物
を
つ
け
た
も
の

で
、
竹
に
は
境
内
の
鳳
凰
竹

で
、
竹
に
は
境
内
の
鳳
凰
竹

が
使
わ
れ
て
い
る
。

が
使
わ
れ
て
い
る
。

　

1010
日
え
び
す
は
、
１
９
８

日
え
び
す
は
、
１
９
８

０
年
（
昭
和

０
年
（
昭
和
5555
）
の
夷
堂
再

）
の
夷
堂
再

建
の
と
き
か
ら
行
わ
れ
る
よ

建
の
と
き
か
ら
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
正
月
３
が
日

う
に
な
っ
た
。
正
月
３
が
日

に
開
か
れ
た
初
え
び
す
で
は

に
開
か
れ
た
初
え
び
す
で
は

３
千
円
か
ら
５
千
円
の
福
笹

３
千
円
か
ら
５
千
円
の
福
笹

が
、
が
、
1010
日
え
び
す
で
は
５
千

日
え
び
す
で
は
５
千

円
〜
１
万
円
の
も
の
が
よ
く

円
〜
１
万
円
の
も
の
が
よ
く

売
れ
た
と
い
う
。

売
れ
た
と
い
う
。

　

戸
塚
か
ら
来
た
田
谷
夫
妻

　

戸
塚
か
ら
来
た
田
谷
夫
妻

は
「
福
笹
を
求
め
て
３
年
目

は
「
福
笹
を
求
め
て
３
年
目

に
な
る
の
で
そ
ろ
そ
ろ
ご
利

に
な
る
の
で
そ
ろ
そ
ろ
ご
利

益
が
あ
る
の
で
は
」
と
期
待

益
が
あ
る
の
で
は
」
と
期
待

し
て
い
た
。

し
て
い
た
。

　

鎌
倉
市
の
新
春
の
つ
ど
い

　

鎌
倉
市
の
新
春
の
つ
ど
い

が
１
月
５
日
市
内
の
ホ
テ
ル

が
１
月
５
日
市
内
の
ホ
テ
ル

で
開
か
れ
、
市
民
ら
約
２
９

で
開
か
れ
、
市
民
ら
約
２
９

０
人
が
年
始
の
挨
拶
を
交
わ

０
人
が
年
始
の
挨
拶
を
交
わ

し
た
。

し
た
。

　

松
尾
崇
鎌
倉
市
長
は
、
昨

　

松
尾
崇
鎌
倉
市
長
は
、
昨

年
の
市
役
所
内
の
不
祥
事
を

年
の
市
役
所
内
の
不
祥
事
を

侘
び
、
市
民
の
信
頼
を
取
り

侘
び
、
市
民
の
信
頼
を
取
り

戻
す
べ
く
市
政
に
取
り
組
み

戻
す
べ
く
市
政
に
取
り
組
み

た
い
と
挨
拶
。
鎌
倉
の
価
値

た
い
と
挨
拶
。
鎌
倉
の
価
値

を
再
認
識
す
る
、
子
育
て
支

を
再
認
識
す
る
、
子
育
て
支

援
に
力
を
尽
く
す
、
オ
リ
ン

援
に
力
を
尽
く
す
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
に
向
け
て
鎌
倉
駅
東

ピ
ッ
ク
に
向
け
て
鎌
倉
駅
東

口
、
西
口
の
整
備
を
し
、
鎌

口
、
西
口
の
整
備
を
し
、
鎌

倉
を
世
界
に
誇
れ
る
町
に
し

倉
を
世
界
に
誇
れ
る
町
に
し

た
い
と
目
標
を
掲
げ
た
。

た
い
と
目
標
を
掲
げ
た
。

　

鎌
倉
市
歯
科
医
師
会
（
鶴

　

鎌
倉
市
歯
科
医
師
会
（
鶴

岡
明
会
長
）
の

岡
明
会
長
）
の
8080
周
年
記
念

周
年
記
念

式
典
と
新
年
祝
賀
会
が
１
月

式
典
と
新
年
祝
賀
会
が
１
月

７
日
鎌
倉
市
内
の
ホ
テ
ル
で

７
日
鎌
倉
市
内
の
ホ
テ
ル
で

盛
大
に
開
か
れ
、
約
１
２
０

盛
大
に
開
か
れ
、
約
１
２
０

人
が
参
加
し
た

人
が
参
加
し
た
＝
写
真

＝
写
真
。

　

開
式
で
鶴
岡
会
長
が
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開
式
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鶴
岡
会
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が
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8080

周
年
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契
機
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鎌
倉
市
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の

周
年
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契
機
に
鎌
倉
市
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の

健
康
の
た
め
に
さ
ら
な
る
活

健
康
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た
め
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さ
ら
な
る
活

動
を
繰
り
広
げ
た
い
」
と
挨

動
を
繰
り
広
げ
た
い
」
と
挨

拶
。昨
年
、岡
部
力
弥
さ
ん
ら

拶
。昨
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、岡
部
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ん
ら

国
や
県
か
ら
表
彰
を
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け
た

国
や
県
か
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表
彰
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け
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７
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、
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９
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業

７
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と
、
１
９
６
４
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開
業
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藤
久
さ
ん
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会
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斎
藤
久
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ん
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表
彰
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あ
っ
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新
入
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彰
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っ
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介
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込

員
５
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介
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込
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を
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っ
た
。
あ
ゆ
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っ
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ゆ
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立
し
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０
０
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し
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０
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全
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の
大
漁
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を
振
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幣
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杖
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を
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、
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打
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手
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ち
、
手
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６
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者
の
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守
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。
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８
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朝
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８
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朝
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っ
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時
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た
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時
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神

事
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起
源
を
持
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、
１
９
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事
に
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源
を
持
ち
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１
９
４

９
年
に
現
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手
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始
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手
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始
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と
し
て
神
事
が
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さ
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事
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れ
た
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れ
た
。

　新春恒例の鎌倉市消防出初式が　新春恒例の鎌倉市消防出初式が
１月６日、鎌倉市山崎の山崎浄化１月６日、鎌倉市山崎の山崎浄化
センターで開かれた。センターで開かれた。
　団員の表彰などの式典が終わる　団員の表彰などの式典が終わる
と鎌倉と大船の各とび職組合員にと鎌倉と大船の各とび職組合員に
よる「はしご乗り」の妙技が披露よる「はしご乗り」の妙技が披露
され、訪れていた園児や観客からされ、訪れていた園児や観客から
歓声と拍手が起こった。歓声と拍手が起こった。
　ビル火災を想定し、消防部隊が　ビル火災を想定し、消防部隊が
建物からロープを使用して被災者建物からロープを使用して被災者
を救助し、消火活動をする訓練もを救助し、消火活動をする訓練も
あり、勢いよく噴射された一斉放あり、勢いよく噴射された一斉放
水が青い空に七色の虹をかけた。水が青い空に七色の虹をかけた。
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