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操法大会　開会式

3番　太田隊員

操法大会　活動の様子

消防団員　募集活動

第24回全国女性消防操法大会出場
（於：神奈川県横浜市）

松
江
市
消
防
団
女
性
分
団
「
カ
メ
リ
ア
隊
」
は
、
平
成
20
年
度
に
結
成

さ
れ
、
現
在
22
名
の
団
員
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

通
常
の
活
動
は
、
予
防
・
啓
発
運
動
で
イ
ベ
ン
ト
時
の
防
災
訓
練
や
子

供
達
へ
の
防
火
教
育
、
救
急
法
講
習
会
で
の
指
導
な
ど
で
す
。

昨
年
11
月
に
は
、「
第
24
回
全
国
女
性
消
防
操
法
大
会
」
に
出
場
し
ま

し
た
。
一
年
半
前
か
ら
基
本
の
動
き
や
規
律
、
俊
敏
性
な
ど
厳
し
い
訓
練

を
重
ね
、
9
月
に
は
鳥
取
県
代
表
の
八
頭
町
と
の
合
同
訓
練
で
良
い
刺
激

を
受
け
、
更
に
集
中
し
て
訓
練
に
励
み
ま
し
た
。
思
う
よ
う
な
動
き
が
出

来
ず
悔
し
涙
を
流
し
た
り
も
し
ま
し
た
が
、
皆
で
励
ま
し
あ
い
な
が
ら
当

日
を
迎
え
ま
し
た
。
会
場
の
「
横
浜
赤
レ
ン
ガ
倉
庫
広
場
」
に
は
全
国
か

ら
集
ま
っ
た
選
手
、
応
援
団
の
熱
い
思
い
が
入
り
交
じ
り
と
て
も
緊
張
し

た
空
間
で
の
大
会
で
し
た
。

緊
張
の
中
あ
っ
と
い
う
間
の
操
法
披
露
で
し
た
が
、
自
分
の
動
き
を
一

つ
一
つ
こ
な
し
て
練
習
の
成
果
が
出
せ
た
と
思
い
ま
す
。
上
位
入
賞
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
皆
が
一
つ
に
な
り
大
会
に
挑
め
た
こ
と
、
と
て
も

嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。
最
後
ま
で
頑
張
れ
た
の
は
団
員
、
家
族
、
職
場
な

ど
周
り
の
人
達
の
サ
ポ
ー
ト
の
お
か
げ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
貴
重
な
体
験
が
出
来
た
こ
と
に
感
謝
し
、
こ
れ
か
ら
も
活

動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
後
は
新
し
い
活
動
と
し
て
カ

ラ
ー
ガ
ー
ド
の
練
習
を
し
て
い
く
予
定
で
す
。
私
た
ち
の
活
動
で
少
し
で

も
防
火
・
防
災
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

年
々
災
害
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
自
分
や
周
り
の
人
を
守
る
た
め

の
知
識
を
身
に
着
け
て
お
く
こ
と
は
と
て
も
大
切
で
す
。
団
員
の
ほ
と
ん

ど
が
仕
事
と
家
庭
を
両
立
さ
せ
な
が
ら
活
動
し
て

い
ま
す
。「
カ
メ
リ
ア
隊
」
の
活
動
に
興
味
を
も
っ

て
い
た
だ
き
、
ぜ
ひ
一
緒
に
活
動
し
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
活
動
Ｐ
Ｒ
動
画

が
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

女
性
消
防
分
団「
カ
メ
リ
ア
隊
」

の
活
動
に
つ
い
て

松
江
市
消
防
団
女
性
分
団
「
カ
メ
リ
ア
隊
員
」

八
束
公
民
館
　
主
事
　
太
田
美
喜
子

カメリア
隊
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『
お
寺
カ
フ
ェ
』

　
　
〜
話
し
て
・
笑
っ
て
・
お
茶
し
て
〜

心
豊
か
に
、
ほ
っ
こ
り
と

す
。
多
く
の
皆
さ
ん
が
お
集
ま
り
で

す
の
で
、
前
日
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
お
菓
子
な
ど
を

作
り
提
供
し
て
い
ま
す
。
お
話
だ
け

で
は
退
屈
で
し
ょ
う
か
ら
、
毎
回
催

し
（
出
し
物
）
を
企
画
し
て
い
ま
す
。

友
達
や
公
民
館
サ
ー
ク
ル
の
皆
さ
ん

に
協
力
い
た
だ
き
な
が
ら
続
け
て
い

ま
す
。

林
：
い
ろ
い
ろ
な
方
に
、
健
康
管
理
の
必

要
性
に
つ
い
て
感
じ
て
も
ら
う
良
い

機
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。
様
々
な
地

域
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
で
保
健
師

の
存
在
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
困
っ

た
と
き
に
相
談
し
て
も
ら
え
た
ら
と

思
い
ま
す
。

「
お
寺
カ
フ
ェ
」
開
催
の
経
緯

渡
部
：
以
前
、
旧
町
保
健
福
祉
総
合
セ
ン

タ
ー
「
ち
と
せ
や
つ
か
」
で
、
食
生

活
改
善
推
進
員
の
仲
間
と
、
高
齢
者

を
対
象
に
「
お
茶
会
」
を
開
催
し
て

い
ま
し
た
が
、「
ち
と
せ
や
つ
か
」

が
閉
鎖
と
な
っ
た
た
め
、
皆
さ
ん
が

出
か
け
や
す
い
場
所
と
し
て
、
観
音

寺
の
前
住
職
に
お
願
い
し
た
と
こ

ろ
、快
く
受
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
も
快
く
受

け
て
い
た
だ
き
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

桑
垣
：
前
住
職
が
お
元
気
な
時
、
お
寺
を

開
放
し
て
く
だ
さ
り
、
も
っ
た
い
な

い
気
持
ち
で
し
た
。
毎
回
３
分
間
法

話
が
あ
り
、
皆
さ
ん
と
て
も
楽
し
ま

れ
て
い
ま
し
た
。
現
住
職
も
法
話
は

も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
生
け
花
な
ど
の

セ
ン
ス
も
良
く
、
協
力
い
た
だ
い
て

お
り
感
謝
し
て
い
ま
す
。

桑
嶋
：
先
代
の
住
職
が
、
地
域
の
皆
さ
ん

に
少
し
で
も
お
寺
に
足
を
運
ん
で
も

ら
い
た
く
、
社
協
の
方
と
話
し
合
っ

て
実
現
し
て
い
ま
す
。地
域
の
皆
様
、

特
に
高
齢
の
方
は
毎
月
楽
し
み
に
さ

れ
て
い
ま
す
。

林
：「
お
寺
カ
フ
ェ
」
は
、
地
区
や
年
齢

に
関
係
な
く
誰
も
が
参
加
で
き
る
場

所
で
あ
り
、
普
段
な
か
な
か
会
え
な

い
人
と
も
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
、

社
会
参
加
に
つ
な
が
る
場
所
と
な
っ

て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
毎
月
大
勢
の

参
加
が
あ
り
、
楽
し
み
に
な
っ
て
い

る
と
感
じ
ま
す
。

「
お
寺
カ
フ
ェ
」
の
内
容

渡
部
：
お
寺
に
出
か
け
て
い
た
だ
き
、
人

と
出
会
い
、
話
を
し
た
り
、
笑
っ
て

も
ら
う
こ
と
が
大
切
か
と
思
い
ま

太
田
：
波
入
地
区
の
臨
済
宗
：
観
音
寺
で
、

月
に
一
度
（
第
一
週
の
水
曜
日
）
手

作
り
お
菓
子
や
抹
茶
な
ど
を
提
供
す

る
「
お
寺
カ
フ
ェ
」
が
４
周
年
に
な

り
ま
し
た
。
開
催
の
キ
ッ
カ
ケ
や
取

り
組
み
内
容
に
つ
い
て
、
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

町
内
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が
、
元
気
高
齢
者
支
援

と
し
て
始
め
た
「
お
寺
カ
フ
ェ
」
が
4
周
年
を
迎
え
ま

し
た
。
月
に
一
度
の
会
で
す
が
、
毎
回
40
〜
50
人
の
皆

さ
ん
が
参
加
さ
れ
大
盛
況
で
す
。

本
日
は
、
関
係
者
の
皆
さ
ん
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き

「
お
寺
カ
フ
ェ
」
に
つ
い
て
対
談
し
ま
し
た
。

特集

第 7回

座談会

渡部みはるさん
（ボランティア団体代表）

林　真菜実さん
（市八束支所保健師）

写真：左二人目から
　　　桑垣三枝子さん、桑嶋幸治住職、渡部みはるさん、林真菜実さん
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桑
垣
：
月
々
の
催
し
の
企
画
も
定
着
し
つ

つ
あ
り
、
渡
部
代
表
の
幅
広
い
人
脈

に
い
つ
も
感
心
し
つ
つ
協
力
し
て
い

ま
す
。
私
は
看
護
師
と
し
て
長
年
病

院
に
勤
務
し
て
い
ま
し
た
が
、
市
八

束
支
所
か
ら
保
健
師
さ
ん
が
来
ら

れ
、
血
圧
測
定
な
ど
の
健
康
チ
ェ
ッ

ク
や
、
市
社
協
か
ら
は
健
康
に
関
す

る
お
話
な
ど
、
皆
さ
ん
気
軽
に
受
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
良
い
取
り
組
み
で

す
ね
。

太
田
：
高
齢
化
が
進
み
、
介
護
保
険
制
度

も
定
着
し
、
在
宅
で
の
介
護
も
多
く

な
り
ま
し
た
。
一
方
、
元
気
な
高
齢

者
も
多
く
各
地
区
で
は
、「
な
ご
や
か

寄
り
合
い
事
業
（
ど
げ
な
会
）」
を

定
期
的
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
の

「
お
寺
カ
フ
ェ
」
に
は
町
内
は
も
と
よ

り
、
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
た

こ
と
も
あ
り
、
そ
の
評
判
を
聞
き
町

外
か
ら
も
参
加
が
あ
り
ま
す
ね
。

「
お
寺
カ
フ
ェ
」
の
魅
力

桑
嶋
：
お
寺
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
一
方

的
の
も
の
で
は
な
く
、
楽
し
く
参
拝

で
き
る
良
い
意
味
で
の
開
放
的
な
観

音
寺
で
あ
り
た
い
で
す
ね
。
寺
は
、

い
つ
も
賑
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
本

来
の
役
割
か
と
考
え
ま
す
。

渡
部
：
住
職
の
法
話
は
あ
り
が
た
い
で
す

ね
。
法
話
が
な
い
時
は「
口
の
体
操
」

な
ど
、
座
っ
て
で
き
る
体
操
な
ど
が

で
き
る
と
良
い
で
す
ね
。「
お
寺
カ

フ
ェ
」
参
加
者
は
女
性
の
方
が
ほ
と

ん
ど
で
す
が
、
男
性
の
皆
さ
ん
も
参

加
さ
れ
る
と
良
い
で
す
ね
。
楽
し
い

で
す
よ
。

桑
垣
：
多
く
の
人
々
が
集
ま
り
の
中
で
、

楽
し
く
笑
っ
て
過
ご
す
ひ
と
と
き
が

元
気
の
も
と
と
思
い
ま
す
。

林
：
普
段
お
寺
に
行
く
の
は
、
何
か
特
別

な
こ
と
が
あ
る
と
き
な
の
で
、
お
寺

で
カ
フ
ェ
を
す
る
こ
と
が
新
鮮
で
、

素
敵
な
取
り
組
み
で
あ
る
と
感
じ
ま

す
。
普
段
の
生
活
の
中
で
、
楽
し
み

や
出
掛
け
る
場
所
が
な
い
と
、
引
き

こ
も
り
が
ち
に
な
る
た
め
、
趣
味
や

生
き
が
い
を
持
ち
、
社
会
と
の
繋
が

り
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
で
す
。
軽

い
体
操
な
ど
も
取
り
入
れ
る
と
良
い

で
す
ね
。
メ
リ
ハ
リ
が
つ
い
て
心
に

も
身
体
に
も
良
い
影
響
を
も
た
ら
し

て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。

太
田
：
こ
の
「
お
寺
カ
フ
ェ
」
も
４
周
年
に

な
り
ま
し
た
が
、
毎
回
多
く
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
に
協
力
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
頭
が
下
が
り
ま
す
ね
。

す
ば
ら
し
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

桑
垣
：
渡
部
代
表
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に

負
う
と
こ
ろ
が
と
て
も
大
き
い
と
思

い
ま
す
。
カ
フ
ェ
で
使
う
エ
プ
ロ
ン

や
キ
ャ
ッ
プ
は
代
表
の
手
作
り
で
、

お
菓
子
作
り
な
ど
も
教
え
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
。私
自
身
Ｕ
タ
ー
ン
組
で
、

色
々
な
方
と
交
流
が
で
き
、
楽
し
く

桑垣三枝子さん
（ボランティアスタッフ）

太田美喜子主事
（八束公民館）

桑嶋　幸治住職
（臨済宗　観音寺）

参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

渡
部
：
こ
の
「
お
寺
カ
フ
ェ
」
が
ス
ム
ー

ズ
に
で
き
る
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
皆
さ
ん
の
お
陰
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
大
変
あ
り
が
た
い
で
す
。

林
：
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
が
中
心
と
な
っ

て
企
画
・
運
営
さ
れ
て
お
り
、
自
身

の
健
康
や
生
き
が
い
に
も
繋
が
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

桑
嶋
：
高
齢
に
な
っ
て
も
元
気
に
過
ご
し

て
ほ
し
い
、
と
の
思
い
か
ら
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
頑
張
っ
て
お
ら
れ

る
と
思
い
ま
す
。
開
催
に
あ
た
っ
て

は
常
に
皆
さ
ん
に
お
世
話
に
な
っ
て

い
ま
す
。
私
は
何
も
せ
ず
、
い
つ
も

笑
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。（
笑
）

太
田
：
渡
部
代
表
を
は
じ
め
多
く
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
の
手
作
り
で
運

営
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
、
地
域

の
皆
さ
ん
が
生
き
生
き
と
過
ご
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
市
並
び
に
市
社

協
・
公
民
館
も
一
緒
に
協
力
し
な
が

ら
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
※
四
月
・
五
月
は
休
会
）
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あ
と
が
き

「
お
寺
カ
フ
ェ
」
会
場
の

観
音
寺
で
は
、
毎
年
「
弘
法

大
師
（
空
海
）
祭
」
が
、
命

日
に
あ
た
る
4
月
21
日
（
旧

暦
3
月
21
日
）
に
行
わ
れ
ま

す
。
由
来
は
、
江
戸
末
期

の
天
保
六
年
（
仁
孝
天
皇
・

一
八
三
五
年
）
に
四
国
よ
り

勧
請
【
注
釈
】
し
、
八
十
八
体

の
大
師
像
を
順
次
町
内
各
堂

庵
に
安
置
し
た
こ
と
か
ら
、

民
間
の
大
師
信
仰
が
盛
ん
に

な
り
ま
し
た
。
大
正
か
ら
昭

和
の
中
頃
ま
で
は
、
お
寺
や

各
地
区
の
お
堂
に
祭
ら
れ
た

弘
法
大
師
さ
ん
の
札
所
巡
り

に
、
県
内
外
か
ら
大
勢
訪
れ

賑
わ
っ
た
そ
う
で
す
。

今
年
の
4
月
21
日
（
火
）

は
、
今
上
天
皇
ご
即
位
後
初

の
「
お
大
師
さ
ん
祭
」
で
す
。

家
族
や
地
域
の
安
寧
と
幸
福

を
願
い
、
一
八
五
年
の
歴
史

あ
る
札
所
巡
り
は
い
か
が
で

す
か
。 

（
池
）

【 

注
釈
】
勧か
ん

請じ
ょ
うと
は
、
神
仏
の

分
身
・
分
霊
を
他
の
地
に
移

し
て
祭
る
こ
と
。

︻
解
説
・
出
典
︼

中
村
元
が
、
生
涯
を
か
け
て
探
求
し
た
東
洋
思
想
の
奥
義
。

﹃
私
は
長
い
間
、
東
洋
の
思
想
・
精
神
的
伝
統
の
探
求
を
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
貫
く
「
東
洋
の
こ
こ
ろ
」
と
い
う
よ
う

な
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
か
。・
・
・
そ

し
て
そ
の
︿
何
か
﹀
と
は
、
ひ
と
り
東
洋
の
み
の
も
の
で
は
な
く
、

普あ
ま
ねく
、
広
く
、
世
界
の
人
々
に
い
き
わ
た
っ
て
い
る
も
の
に
違
い

な
い
。
そ
の
よ
う
な
確
信
を
も
つ
も
の
で
す
。
そ
の
何
か
こ
そ
、「
温

か
な
こ
こ
ろ
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。﹄︿
温

か
な
こ
こ
ろ
﹀
よ
り
。

︻
解
説
・
出
典
︼

中
村
元
が
、「
昭
和
」
か
ら
「
平
成
」
に
元
号
が
替
わ
る
と
き

に
、
準
備
し
て
い
た
こ
と
ば
。

当
時
の
メ
モ
に
は
、
中
国
の
古
典
に
由
来
す
る
「
平
成
」
で

は
な
く
、万
葉
集
や
源
氏（
物
語
）な
ど
の
古
典
名
と
と
も
に「
や

は
（
和
）
ら
ぎ
」「
よ
し
み
」「
さ
か
え
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

﹃
論
語
な
ど
の
よ
う
に
人
間
の
道
を
説
い
て
い
る
も
の
な
ら

意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、・
・
・
古
事
記
で
も
万
葉

集
で
も
、
聖
徳
太
子
に
関
す
る
も
の
で
も
い
い
、
む
し
ろ
日
本

の
古
典
か
ら
も
選
ん
だ
ら
ど
う
か
と
思
う
。
皆
が
い
い
と
思

う
和
語
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
い
い
と
思
う
。﹄︿
月
刊
住
職
、

一
九
八
九
年
二
月
号
﹀
よ
り
。

︻
解
説
・
出
典
︼

中
村
元
が
、
松
江
の
伝
統
精
神
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と
ば
。

﹃
松
江
は
出
雲
の
国
の
中
心
。
こ
の
地
域
は
古
代
に
お
い
て
は

日
本
の
表
玄
関
だ
っ
た
。
大
陸
か
ら
は
一
番
近
く
、
舟
に
乗
れ
ば

出
雲
に
流
れ
着
い
た
の
だ
か
ら
。
文
明
の
発
祥
の
地
、
神
々
の
国

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
の
伝
統
が
現
代
文
明
の
中

で
生
き
続
け
て
い
る
の
が
出
雲
だ
。・
・
・
出
雲
と
大
和
王
朝
が

並
ん
で
対
立
し
て
い
た
が
、・
・
・
あ
る
所
で
話
し
合
い
で
結
ば

れ
て
今
日
の
日
本
の
国
の
礎
と
な
っ
た
。
和
の
精
神
が
実
現
さ
れ

た
結
果
で
、
聖
徳
太
子
が
十
七
条
憲
法
の
初
め
に
「
和
を
も
っ
て

尊
し
と
な
す
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
精
神
は
出
雲
の
神
々
の
時

代
か
ら
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。・
・
・
こ
の
伝
統
精
神
を
新

し
い
文
明
の
フ
レ
ー
ム
に
生
か
し
、
尊
重
し
な
が
ら
進
む
こ
と
で
、

松
江
の
精
神
が
日
本
の
中
で
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
、
範
を
示

す
時
代
が
来
る
と
信
じ
て
い
る
。﹄　
︿
松
江
市
名
誉
市
民
講
演
要

旨
、
平
成
元
年
四
月
四
日
付
、
山
陰
中
央
新
報
﹀
よ
り
抜
粋
。

　松江市出身でインド哲学・仏教学の世界的権威、中
村元博士が残した慈しみあふれる言葉を、八束町中央
の「八束複合施設」正面玄関東横にある掲示板で毎月
紹介します。掲示内容は「中村博士自身が述べた言葉」
の中から、中村元記念館の笠原愛古学芸員が選び、公
民館で書道を学ぶ「中央書道サークル（橘淳子代表）」
のメンバーが中心となって毛筆でしたためます。

令
和
二
年
一
月
掲
示

令
和
二
年
二
月
掲
示

令
和
二
年
三
月
掲
示

中村元博士が残した『慈しみあふれる言葉』を紹介します。

〈左から〉蔦谷宏支所長、笠原愛古学芸員、橘淳子代表、池田均館長


