
【
報

告
】

令
和
４
年
度

総
会
を
開
催

―
垂
水
市
市
民
館
―

４
月
２
４
日
（
土
）
午
後
１
時
半
か
ら
垂
水
市
市
民
館
で
、
令
和
４
年

度

総

会

を

開

催

し

ま

し

た
。町

田
猛

会

長

の

あ

い

さ

つ

や

坂

元

教

育

長

の

来

賓

あ

い

さ

つ

の

後
、
令
和

３

年

度

経

過

報

告
・
決
算

報
告
、
な

ら
び
に
令
和
４
年
度
年
間
計
画
・
予
算
案
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て

役
員
は
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
留
任
と
な
り
ま
し
た
。

総
会
終
了
後
、
現
地
研
修
に
移
り
、
折
し
も
来
垂
中
の
東
川
隆
太
郎
氏

（
鹿
児
島

探

検

の

会
）
と
共

に
、
会
員

の
山
田
義

之
氏
（
新

城
郷
土
史

研
究
会
会

員
）
の
案

内
で
、
新

城
島
津
家

ゆ
か
り
の

「
見
晴
邸

及
び
遠
見

番
所
跡
」
、

戦
時
中
、

特
攻
艇
・

震
洋
の
基
地
の
あ
っ
た
「
白
崩
え
（
し
た
く
え
）
」
、
江
戸
時
代
、
砂
鉄
を

採
取
し
て
い
た
ま
さ
か
り
の
海
岸
な
ど
を
見
学
し
て
、
当
日
の
日
程
を
終

了
し
ま
し
た
。

「
山
下
清
・
北
迫
正
治
」
展

４
月
２
日
（
土
）
よ
り
５
月
８
日
（
日
）
ま
で
、
垂
水
市
立
図
書
館
開

館
３
０
周
年
と
合
わ
せ
て
、

垂
水
史
談
会
と
教
育
委
員
会

の
共
催
に
よ
る
「
山
下
清
と

北
迫
正
治
の
世
界
」
の
特
別

企
画
展
を
開
催
し
ま
し
た
。

放
浪
の
画
家
と
呼
ば
れ
る

山
下
清
は
昭
和
３
１
（
１
９

５
６
）
年
１
月
、
本
町
の
川

畑
弘
見
氏
が
桜
島
港
の
袴
腰

で
出
会
い
、
共
に
垂
水
の
川

畑
氏
宅
に
や
っ
て
し
ば
ら
く

滞
在
。
そ
の
後
、
垂
水
市
内

の
数
か
所
の
家
に
逗
留
し
な

が
ら
、
垂
水
の
人
物
画
や
風

景
作
品
を
残
し
て
い
ま
す
。

山
下
清
は
３
月
１
０
日
、
垂

水
で
３
４
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
て
い
ま
す
。
図
書
館
の
会
場
で
は
以
前
、

川
畑
弘
見
氏
が
垂
水
に
寄
贈
さ
れ
た
４
点
の
山
下
清
の
作
品
を
含
む
５
点

と
ス
ケ
ッ
チ
帖
、
逗
留
し
て
い
た
頃
の
写
生
中
の
姿
や
垂
水
の
人
々
と
の

写
真
を
展
示
し
ま
し
た
。

ま
た
、
元
垂
水
生
ま
れ
の
北
迫
正
治
氏
は
、
大
学
の
ラ
グ
ビ
ー
試
合
中
、

首
の
骨
を
損
傷
し
肩
か
ら
下
が
動
か
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
絵
筆
を
口
に

く
わ
え
て
描
い
た
作
品
と
と
も
に
、
郷
愁
を
誘
う
詩
も
残
し
て
い
ま
す
。

北

迫

氏

の

展
覧
会
は
毎

年
開
催
し
て

い
ま
す
が
、
今

回
は
学
生
時

代
の
写
真
や

プ
ロ
フ
ィ
ー

ル
、
そ
し
て
春

か
ら
夏
に
か

け
て
の
花
や

植
物
が
描
か

れ
た
２
０
作

品
を
展
示
し

ま
し
た
。

４

月

１

０

日
（
日
）
に
は

会
場
で
座
談

会
を
開
催
し
、

「
山
下
清
」
、

「
北
迫
正
治
」

を
知
る
川
畑

弘
見
氏
、
北
迫

睦
男
氏
（
正
治

氏
の
弟
）
か
ら
貴
重
な
お
話
を
聴
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
会
場
か
ら
も
両
氏
に
ま
つ
わ
る
色
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
披
露
さ

れ
て
和
や
か
な
座
談
会
と
な
り
ま
し
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

【
垂
水
市
史
料
集
（
一
）】
よ
り

西
南
之
役

私
学
校
生
徒
の

じ

ゅ

う

ぐ

ん

た

ん

従
軍
譚

①

山
口
栄
之
筆
記

（
西
南
の
役
に
）
垂
水
か
ら
従
軍
さ
れ
た
方
々
は
四
百
五
十
名
で
、
そ

の
名
簿
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
何
も
記
録

が
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
引
率
者
の
林
盛
氏
が

と
ら捕

わ
れ
て
東
京



い

ち

が

や

市
ヶ
谷

か
ん
ご
く

監
獄
に
あ
っ
て
書
か
れ
た
入
獄
記
と
か
い
う
二
巻
の
冊
子
が
あ
っ

た
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
今
は
ま
っ
た
く
所
在
不
明
で
あ
り
ま
す
。

わ
れ吾
ら等

幼
少
の
頃
、
お
じ
さ
ん
た
ち
か
ら
戦
話
を
聞
か
さ
れ
た
も
の
で
す

が
、

【
お
知
ら
せ
】
―

ど
な
た
で
も
参
加
は
自
由
で
す

―

毎
月
第
四
水
曜
日
・
午
後
六
時
半
か
ら
、
垂
水
市
市
民
館

で
垂
水
の
郷
土
史
や
文
化
財
な
ど
に
つ
い
て
、
定
例
の
研
究
会

を
行
っ
て
い
ま
す
。
当
面
『
垂
水
島
津
家
』
を
中
心
に
垂
水
の

歴
史
を
ひ
も
と
い
て
行
き
ま
す
。

場
所
や
日
時
等
は
こ
と
ご
と
く
み
な
忘
却
し
て
、
興
味
あ
る
部
分
だ
け
し

か
覚
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
最
近
―
最
近
と
い
っ
て
も
昭
和
三
年
―

改
め
て
生
存
者
た
ち
に
聞
い
て
み
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
皆

へ
ん
ぺ
ん

片
々
た
る
話

の
み
で
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
な
く
、
わ
ず
か
に
立
山
健
氏
の
話
の
み
が

や
や
体
を
成
す
よ
う
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
を
中
軸
と
し
て

つ
づ綴

り
た

て
て
み
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

カ
ッ
ト
は
立
山
氏
の
話
に
よ
っ
て
、つ

た
な

拙

い
な
が
ら
筆
者
が
描
い
た
の
で

あ
り
ま
す
。
新
聞
や
雑
誌
な
ど
で
、
後
ろ
鉢
巻
き
の

さ
っ
ぺ
い

薩
兵

す
が
た

姿

が
挿
し
絵
に

し
て
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
ぜ
ん
ぜ
ん
間
違
い
で
あ
り
ま
す
。（
山
口
栄
之
）

【

立
山
健
氏
へ
の
聞
き
書
き
】

出
発
前

明
治
九
年
十
月
頃
（
年
号
月
日
は
旧
暦
で
す
）
今
の
小
学
校
の
長
屋
（
記

念
校
舎
）
で
私
学
校
が

は
じ創

ま
っ
た
。
鹿
児
島
の
私
学
校
の
分
教
場
で
し
ょ

う
か
。
五
人
組
を
作
っ
て
入
学
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か

ら
、
自
分
も
そ
う
し
て
入
学
し
た
。
科
目
は
剣
術
が
主
で
ほ
ん
の
申
し
訳

く
ら
い
に
漢
学
が
あ
っ
た
。
（
明
治
七
年
四
月
、
西
郷
隆
盛
、
桐
野
利
秋
、

村
田
新
八
等
と
謀
り
、
鹿
児
島
に
私
学
校
を

も
う設

く
。
）
（
少
警
部
中
原
尚
雄

等
の
西
郷
暗
殺
計
画
を
知
り
憤
激

ま
さ将

に
爆
発
せ
ん
と
す
。
）
―
以
上

か
っ
こ
な
い

括
弧
内

は
国
史
よ
り
―

十
二
月
の
二
十
四
、
五
日
頃
（
二
月
の
七
、
八
日
頃
）
に
な
る
と
、
我
々

少
年
に
は
判
ら
な
か
っ
た
が
、
何
と
な
く
世
間
が
騒
が
し
く
な
っ
て
き
て
、

吾
が
分
校
生
も
番
兵
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
風
雲
急
な
り
と
で
も
い
う

の
で
し
ょ
う
。

い
よ
い
よ

愈
々
出
発

か
く
て
十
二
月
二
十
八
日
（
二
月
の
十
日
頃
）
愈
々
出
軍
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
。
今

晩
ふ

な

て

船
手

の
し
た下

（
今
の
桟
橋
付

近
の
こ
と
）
か

ら
出
帆
す
る
の

だ
か
ら
み
ん
な

そ
こ
へ
集
合
せ

よ
。
そ
の
合
図
に
は
大
砲
を
放
つ
か
ら
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
分
は

そ
の
日
番
兵
に
当
た
っ
て
い
た
が
、
君
は

も

は

や

最
早
帰
っ
て
用
意
を
し
て
浜
へ

行
け
、
そ
し
て
帰
る
途
中
で
こ
の
こ
と
を
大
声
に
呼
ば
わ
っ
て
人
々
に
知

ら
せ
よ
、
と
幹
部
の
人
た
ち
か
ら
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
と
お
り
に
し
て
帰
っ

て
い
っ
た
。

帰
り
着
く
と
も
う
大
砲
が
ド
ン
と
響
い
た
。
北
は
城
山
に
南
は
上
野
の

岡
に
反
響
し
て
夜
の
空
気
を

し
ん
か
ん

震
撼
し
、せ

い
そ
う

凄
愴
の
気

み
な
ぎ

漲

っ
て
心
臓
の
鼓
動
盛

ん
に
高
鳴
る
の
で
あ
っ
た
。
食
事
を
終
わ
る
と
早
速

し

た

く

支
度
を
し
て
親
た
ち

と
門
出
の

さ
か
ず
き

盃

を
い
た致

し
、
遅
れ
て
は
な
ら
じ
と
急
い
で
家
を
出
た
。

こ
の
時
自
分
は

じ
ゅ
ば
ん

襦
袢
、

も
も
ひ
き

股
引
の
上
に

つ
つ
そ
で

筒
袖
の

あ
わ
せ

袷

を
着
、

し
ろ白
も

め

ん

木
綿
の

へ

こ

お

び

兵
児
帯
を
締
め
、
洋
服
の
上
着
を
上
に
着
、

わ

ら

じ

草
鞋

き
ゃ脚
は
ん絆

の
装
束
で
大
刀
を

一
本
腰
に
差
し
、
ミ
ニ
ヒ
ル
銃
を
肩
に
し
て
い
た
。
頭
に
は
私
学
校
帽
を

か
ぶ冠

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

家
を
出
る
と
先
ず
御
軍
神
（
今
の
小
学
校
の
西
端
に
あ
る
教
室
辺
り
）

に
参
詣
し
て
、
そ
れ
か
ら
船
手
の
下
の
浜
へ
出
た
。
当
時
自
分
は
十
七
歳

（
数
え
）
で
、
他
の
人
々
も
大
方
十
七
、
八
歳
か
ら
二
、
三
十
位
の
と
こ

ろ
が
多

く
、
ま
れ
に
は
四
、
五
十
歳
位
の
老
武
者
も
あ
っ
た
。
引
率
者
は
町
田
貢
、

林
盛
の
両
氏
で
総
勢
四
百
余
人
。
こ
れ
等
の
人
数
を
運
ぶ
船
は
何
十
艘
で

あ
っ
た
か
、
丸
木
舟
や
そ
の
他
の
船
が

と
も艫

（
船
の
後
部
。
船
尾
）
を
並
べ

て
繋
が
れ
て
い
た
。
そ
し
て
船
頭
は
各
五
、
六
人
ず
つ
乗
り
組
ん
で
い
た

よ
う
で
あ
る
。

自
分
が
こ
こ
に

来
た
時
は

も

は

や

最
早
た

く
さ
ん
集
合
し
て

い
て
、
見
送
り
人
や

付
添
人
な
ど
で
黒

山
の
群
衆
で
あ
っ

た
。
誰
で
あ
っ
た
か
、

自
分
を
見
て
「
立
山

ど
ん
の

ち

ご

稚
児
や
、
ド
レ
」
と
言
い
ざ
ま
、
脇
を
ヒ
ョ
ッ
と
抱
え
て
船
に
乗

せ
て
く
れ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
自
分
は
ま
だ
子
供
ら
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

旅
費

旅
費
は
自
弁
で
は
な
い
は
ず
だ
け
れ
ど
も
、
入
隊
ま
で
の
間
の
旅
費
と

そ
の
後
の

こ
つ
か
い

小
使

せ
ん銭

の
用
意
に
多
少
の
金
額
を
必
要
と
し
た
。

伊
集
院
與
輔
氏
の

は
な
し

談

で
あ
る
が
、
彼
の
兄
・
藤
五
郎
が
従
軍
す
る
の
で
、

住
宅
の
表
の
床
の
間

は
ち
じ

八
ょ
う
じ
き

畳
敷
を
切
り
離
し
て
売
却
し
、
代
金
二
十
五
円
を

得
て
そ
れ
を
持
っ
て
行
か
れ
た
と
。

ま
た
町
田
幾
穂
氏
の
談
で
あ
る
が
、
彼
の
実
父
・
実
広
氏
が
旅
費
を
借

ろ
う
と
思
い
、
か
ね
て

ゆ
う
ふ
く

有
福
の
聞
こ
え
あ
る
百
姓
数
人
を
呼
ん
で
相
談
さ

れ
た
と
こ
ろ
、
戦
争
に
行
く
人
に
貸
す
の
は
返
金
の
見
込
み
が

お
ぼ
つ
か

覚
束
な
い

か
ら
誰
も
応
ず
る
色
が
見
え
な
い
。
再
三

く

ど

口
説
い
て
み
た
け
れ
ど
も
更
に

こ
う効

が
な
い
の
で
、
「
ヨ
シ
、
し
か
ら
ば
借
ら
ぬ
。
」
と

れ
い
せ
い

励
声

い
ち
ば
ん

一
番
、
憤
然
と

し
て
座
の
右
に
置
い
て
い
た
刀
を
取
り
上
げ
て
立
と
う
と
さ
れ
た
。
そ
れ

を
見
た
百
姓
の
一
人
、
斬
ら
れ
る
の
か
と
思
っ
て
後
ず
さ
り
を
し
た
と
た

ん
、

か
ま
ち

框

を
越
え
て
土
間
に
仰
向
け
に

て
ん
と
う

顚
倒
（
ひ
っ
く
り
返
っ
た
）
し
た
と

い
う
。

―
（
以
下
次
号
）
―

―
た
る
み
ず
春
秋
―

青
紫
蘇
の
美
味
さ
や
齢
重
ね
た
り

馬
渡
美
紀

（
青
紫
蘇
・
・
夏
）

梅
雨
に
入
っ
た
こ
ろ
、
紫
蘇
が
大
き
な
顔
を
し
て
庭
に
威
張
り
出

す
。
そ
し
て
冷
そ
う
め
ん
に
刺
身
に
、
食
事
の
た
び
に
料
理
に
登
場

し
て
、
鮮
や
か
な
芳
香
を
放
ち
始
め
る
の
だ
。



若
い
こ
ろ
は
そ
ん
な
に
う
ま
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
紫
蘇
も
最

近
、
じ
つ
に
美
味
い
な
あ
、
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
と
に
夕

餉
に
添
え
る
冷
奴
に
青
紫
蘇
を
刻
む
と
な
ん
つ
ぁ
な
ら
ん
、
の
で
あ

る
。左

手
に
缶
ビ
ー
ル
、
至
福
の
時
だ
。

（
文
章
：
瀬
角
龍
平
）


