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さ　わ　や　か

　

こ
の
実
地
調
査
は
、
毎
年
こ

の
時
期
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、

行
政
と
北
九
州
市
福
祉
有
償
運

送
運
営
協
議
会
が
各
事
業
所
の

送
迎
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め

の
調
査
で
す
。

　

感
染
症
の
予
防
対
策
を
し
な

が
ら
、
今
年
は
小
倉
事
業
所
で

行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　

初
め
に
、
平
田
係
長
と
糸
長

主
任
よ
り
「
活
動
報
告
書
及
び

車
両
点
検
表
」
の
確
認
や
、
運

転
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
に
対
す

る
点
呼
の
方
法
、
車
両
の
運
転

前
の
点
検
方
法
な
ど
を
確
認
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
最
新
の
運
転
者
名

簿
や
自
動
車
登
録
簿
、
利
用
者

名
簿
、
利
用
料
金
一
覧
表
、
領

収
証
な
ど
の
必
要
書
類
が
き
ち

ん
と
揃
っ
て
い
る
の
か
を
確
認

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

次
に
、
送
迎
時
の
事
故
や
苦

情
な
ど
の
対
応
の
確
認
、
送
迎

時

に

必

要

な

ア

ル

コ

ー

ル

チ
ェ
ッ
カ
ー
の
確
認
や
送
迎
時

の
車
に
『
福
祉
有
償
運
送
』
の

マ
グ
ネ
ッ
ト
ス
テ
ッ
カ
ー
が

貼
っ
て
い
る
の
か
な
ど
を
確
認

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
他
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

さ
ん
の
年
齢
や
そ
れ
に
伴
う
健

康
管
理
、
ま
た
飲
酒
運
転
防
止

の
取
り
組
み
な
ど
「
さ
わ
や
か
」

で
行
っ
て
い
る
対
策
を
説
明
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

実
地
調
査
は
午
前
十
時
四
十

分
に
終
了
し
ま
し
た
。

送
迎
の
実
態
と
事
務
の
状
況
を

把
握
す
る
た
め
の
調
査

　

十
一
月
十
九
日
（
火
）
午
前
十
時
か
ら
、
「
福
祉
有
償
運
送
の
実
施
に
係
る
実
地
調
査
」
が
小
倉
事
業

所
で
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
北
九
州
市
の
福
祉
有
償
運
送
を
担
当
す
る
保
健
福
祉
局
地
域
共
生
社
会
推
進
部

地
域
福
祉
推
進
課
よ
り
、
平
田
係
長
と
糸
長
主
任
が
来
所
さ
れ
ま
し
た
。

送
迎
時
の
事
故
や

苦
情
の
対
応
の
確
認
を

事
務
局
よ
り
年
末
年
始
の
お
知
ら
せ

月　

日
（
土
）
か
ら

１
月
５
日
（
日
）
ま
で

事
務
局
は
お
休
み
し
ま
す

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
及
び
利
用
者
さ
ん
に
は

個
別
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

国
内
外
の
評
価
が
高
ま
る
日

本
食
で
す
が
、
十
一
月
二
十
四

日
が
「
和
食
の
日
」
と
い
う
こ

と
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

　

十
一
月
二
十
四
日
の
「
和
食

の
日
」
は
、
二
〇
一
三
年
に
ユ

ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
と
し
て

登
録
さ
れ
た
「
和
食
・
日
本
人

の
伝
統
的
な
食
文
化
」
を
、
次

世
代
へ
と
保
護
・
継
承
を
し
て

い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
考
え
る

日
と
し
て
、
和
食
文
化
国
民
会

議
に
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

和
食
の
日
に
ち
な
ん
で
和
食

給
食
の
普
及
を
促
進
す
る
な
ど
、

食
育
や
健
康
増
進
、
地
域
振
興

な
ど
を
目
的
に
様
々
な
普
及
活

動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
独
自
の
和
食
文
化
が
始

ま
っ
た
の
は
、
平
安
時
代
か
ら

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
以
前
の
日
本
で
は
、
食

材
を
焼
く
・
蒸
す
・
茹
で
る
と

い
う
基
本
の
調
理
法
が
用
い
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
安
時
代

に
禅
宗
が
流
行
し
た
頃
か
ら
、

出
汁
や
水
煮
な
ど
の
調
理
方
法

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

出
汁
の
取
り
方
に
も
工
夫
が

生
ま
れ
、
煮
た
り
焼
い
た
り
と

い
っ
た
調
理
法
が
生
ま
れ
る
な

ど
、
そ
こ
か
ら
和
食
文
化
の
発

達
が
始
ま
り
ま
す
。

　

室
町
時
代
に
な
る
と
、
禅
宗

の
僧
が
食
べ
て
い
た
と
言
わ
れ

る
精
進
料
理
が
進
化
し
、
本
膳

料
理
と
呼
ば
れ
る
料
理
法
が
誕

生
し
ま
す
。

　

１
日
２
食
が
基
本
だ
っ
た
日

本
人
の
食
事
が
１
日
３
食
と
な

り
、
現
代
の
和
食
文
化
が
確
立

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

和
食
に
は
長
い
歴
史
が
あ
り
、

今
で
も
日
本
人
の
食
生
活
を
支

え
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
そ
ん
な
和
食

の
魅
力
、
４
つ
の
特
徴
に
つ
い

て
解
説
し
て
い
き
ま
す
。　

多
彩
な
食
材
を
楽
し
め
る

　

日
本
は
南
北
に
長
く
、
そ
の

土
地
な
ら
で
は
の
食
文
化
が
発

展
し
た
島
国
で
す
。

　

海
で
は
新
鮮
な
魚
介
類
や
海

藻
類
、
山
で
は
新
鮮
な
キ
ノ
コ

類
や
果
物
、
野
菜
な
ど
が
手
に

入
り
、
和
食
で
は
こ
の
よ
う
な

た
く
さ
ん
の
食
材
を
使
っ
た
料

理
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
生
食
・
酢
じ
め
・
煮
る
・

蒸
す
・
焼
く
・
炒
め
る
・
揚
げ
る
・

発
酵
さ
せ
る
な
ど
、
和
食
の
調

理
法
は
多
岐
に
渡
り
、
素
材
を

活
か
し
た
食
べ
方
で
味
覚
を
堪

能
で
き
ま
す
。

優
れ
た
栄
養
バ
ラ
ン
ス

　

和
食
は
、
米
を
中
心
に
、
肉
・

魚
・
野
菜
・
発
酵
食
品
・
海
藻
・

豆
類
な
ど
多
彩
な
食
材
を
組
み

合
わ
せ
て
食
べ
る
た
め
、
栄
養

バ
ラ
ン
ス
の
良
い
献
立
を
作
り

や
す
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

素
材
の
持
ち
味
を
活
か
し
た

料
理
が
基
本
の
た
め
、
洋
食
に

比
べ
て
カ
ロ
リ
ー
を
抑
え
ら
れ

る
の
も
魅
力
で
す
。

十
一
月
二
十
四
日
は
「
和
食
の
日
」
！

由
来
や
歴
史
、
献
立
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説

和
食
の
歴
史
は平

安
時
代
か
ら

和
食
に
は
魅
力
が
た
く
さ
ん
！

４
つ
の
特
徴

12
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（
裏
面
に
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づ
く
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子
供
向
け
の
文
学
全
集
で
平

家
物
語
を
読
ん
だ
の
は
、
小
学

校
五

-

六
年
生
の
頃
。
平
家
は

悪
い
人
た
ち
な
の
に
（
当
時
は

そ
う
い
う
認
識
で
し
た
）
、
な
ぜ

平
家
物
語
な
の
だ
ろ
う
と
思
い

な
が
ら
読
ん
だ
の
で
す
が
、
清

盛
入
道
が
、
水
風
呂
が
沸
き
あ

が
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
高
熱
で

も
が
き
苦
し
み
な
が
ら
死
ぬ
場

面
と
か
、
幼
い
安
徳
天
皇
が
祖

母
（
二
位
の
尼
）
に
抱
か
れ
て

入
水
（
じ
ゅ
す
い
）
す
る
場
面

な
ど
が
心
に
残
り
ま
し
た
。
な

ぜ
子
ど
も
な
の
に
天
皇
な
の
か
、

な
ぜ
海
に
身
を
投
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
、
わ
か
ら
な
か
っ

た
の
で
す
が
。

　

源
氏
物
語
と
い
う
本
も
あ
る

こ
と
を
知
り
、
読
ん
で
み
た
い

と
思
っ
た
の
で
す
が
、
子
供
向

け
の
本
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
の
後
、
源
氏
物
語
は
平

安
貴
族
の
若
様
の
話
だ
と
知
り
、

源
氏
な

の
に
な
ぜ

貴
族
？
と

思
っ
た
も
の
で
す
。

　

実
は
源
氏
は
本
来
貴
族
な
の

で
す
。

　

天
皇
に
あ
と
つ
ぎ
が
生
ま
れ

ず
困
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、

天
皇
に
な
れ
な
い
皇
子
た
ち
が

多
く
生
ま
れ
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
そ
ん
な
時
、
彼
ら
を
皇
族

か
ら
は
ず
し
、
姓
を
与
え
て
臣

下
に
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
ま

し
た
（
臣
籍
降
下
）
。
桓
武
天
皇

の
孫
は
平
（
た
い
ら
）
姓
を
与

え
ら
れ
、
平
成
天
皇
の
孫
は
在

原
（
あ
り
わ
ら
）
の
姓
を
与
え

ら
れ
ま
し
た
（
行
平
、
業
平
）
。

　

平
安
中
期
、
嵯
峨
天
皇
は
子

女
の
臣
籍
降
下
を
大
々
的
に
行

い
ま
し
た
。
な
に
し
ろ
お
子
さ

ん
が
五
十
人
も
い
た
そ
う
で
す
。

皇
后
や
女
御
な
ど
、
高
い
身
分

の
妃
か
ら
生
ま
れ
た
皇
子
た
ち

に
は
、
基
良
親
王
、
忠
良
親
王

な
ど
二
字
の
名
を
つ
け
、
母
の

身
分
の
高
く
な
い
子
に
は
、
信
、

融
、
明
な
ど
一
字
の
名
前
を
つ

け
、
中
国
の
故
事
に
な
ら
っ
て

源
（
み
な
も
と
）
と
い
う
姓
を

あ
た
え
て
臣
下
と
し
ま
し
た
。

今
も
男
子
の
名
前
と
し
て
一
般

的
な
一
字
名
前
は
、
こ
の
時
か

ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
後
臣
籍
降
下
し
た
皇
子

に
は
源
姓
が
与
え
ら
れ
る
こ
と

が
慣
例
に
な
り
ま
し
た
（
賜
姓

源
氏
）
。
一
世
源
氏
は
朝
廷
で
要

職
に
つ
い
て
天
皇
を
補
佐
し
ま

し
た
。
し
か
し
こ
の
こ
ろ
藤
原

氏
が
そ
の
勢
力
を
延
ば
し
つ
つ

あ
り
、
左
大
臣
源
信
（
み
な
も

の
と
ま
こ
と
）
は
む
ほ
ん
の
疑

い
を
か
け
ら
れ
て
失
脚
し
そ
う

に
な
り
ま
し
た
（
応
天
門
の
変
）
。

源
融
（
み
な
も
と
の
と
お
る
）

も
左
大
臣
に
な
り
ま
し
た
が
、

そ
の
後
政
治
か
ら
遠
ざ
か
っ
て

河
原
の
別
荘
で
風
流
三
昧
の

日
々
を
送
り
ま
し
た
。
源
氏
物

語
で
、
夕
顔
が
も
の
の
け
に
と

り
殺
さ
れ
る
事
件
の
舞
台
は
、

こ
の
河
原
の
別
荘
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

光
源
氏
は
朝
廷
で
位
人
臣
を

極
め
、
引
退
後
は
譲
位
し
た
天

皇
、
上
皇
に
準
ず
る
扱
い
を
受

け
る
と
い
う
、
栄
華
を
極
め
た

人
生
を
送
り
ま
し
た
が
、
そ
れ

は
物
語
の
世
界
で
の
こ
と
。

　

二
世
、
三
世
源
氏
は
あ
ま
り

高
い
役
職
に
は
つ
け
ず
、
さ
ら

に
そ
の
末
と
な
る
と
地
方
官
に

な
る
ほ
か
は
な
く
、
地
方
に
住

み
つ
き
、
や
が
て
武
士
と
な
っ

て
い
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
そ
れ
で
は
源
氏
だ
ら

け
に
な
る
の
で
、
住
ん
だ
地
名

を
名
字
と
し
て
名
乗
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
鎌
倉
幕
府
を
開

い
た
頼
朝
は
清
和
天
皇
の
子
孫

（
清
和
源
氏
）
で
す
が
、
そ
の
血

流
で
足
利
の
地
に
住
ん
だ
の
が

尊
氏
の
足
利
氏
、
新
田
の
庄
に

住
ん
だ
の
が
新
田
義
貞
で
す
。

　

映
画
や
マ
ン
ガ
に
も
な
っ
た

夢
枕
獏
さ
ん
の
「
陰
陽
師

(

お

ん
み
ょ
う
じ

)

」
。
阿
部
清
明
の

友
人
で
源
（
み
な
も
と
の
）
博

雅
（
ひ
ろ
ま
さ
）
と
い
う
人
物

が
登
場
し
ま
す
。
妖
魔
を
退
治

す
る
た
め
に
五

-

六
人
ば
か
り

人
の
血
を
吸
っ
た
刀
が
必
要
だ

と
清
明
が
言
う
の
で
、
博
雅
は

父
親
の
刀
を
持
っ
て
く
る
の
で

す
。
博
雅
の
父
親
は
闘
い
を
生

業
（
な
り
わ
い
）
と
し
た
武
士

だ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
し
か

し
実
在
す
る
源
博
雅
の
父
は
醍

醐
天
皇
の
皇
子
克
明
（
よ
し
あ

き
ら)

親
王
。
博
雅
は
天
皇
の
孫
、

一
世
源
氏
の
貴
公
子
だ
っ
た
の

で
す
。
源
氏
だ
か
ら
武
士
だ
と

夢
枕
先
生
、
思
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
す
ね
。
そ
の
後
の
話
で
は

ち
ゃ
ん
と
天
皇
の
孫
だ
と
書
か

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
。

参
考
文
献
：
「
公
家
源
氏
」
、
倉

本
一
宏
、
中
公
新
書

Ｄｒ.
江
頭
眞
紀
子
氏
に
よ
る

と
っ
て
お
き
の
お
話
し

　
好
評
に
つ
き
【
と
っ
て
お
き
の
お
話
し
】
を
公
益
財
団
法
人
健
和
会 

健
和
会
京
町
病
院

の
医
師
で
あ
り
、
「
さ
わ
や
か
」
の
名
誉
顧
問
で
も
あ
る
江
頭
眞
紀
子
先
生
に
執
筆
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

源
氏
の
も
の
が
た
り

公
益
財
団
法
人
健
和
会　

健
和
会
京
町
病
院

医
師

江
頭　

眞
紀
子

味
覚
で
四
季
を
感
じ
る

　

四
季
の
あ
る
日
本
で
は
、
季

節
を
感
じ
ら
れ
る
料
理
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

栄
養
価
の
高
い
旬
の
食
材
を

使
っ
た
和
食
料
理
の
味
は
格
別

で
す
。

　

ま
た
、
添
え
物
や
器
に
よ
っ

て
四
季
を
感
じ
ら
れ
る
の
も
、

和
食
の
魅
力
の
一
つ
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

特
別
な
日
に
食
べ
る
行
事
食

　

日
本
で
は
、
お
食
い
初
め
や

ひ
な
祭
り
、
端
午
の
節
句
な
ど
、

特
別
な
日
に
食
べ
る
行
事
食
と

し
て
和
食
を
食
べ
る
慣
習
が
あ

り
ま
す
。

　

家
族
の
幸
せ
や
健
康
を
願
う

意
味
が
込
め
ら
れ
た
行
事
食
は
、

子
ど
も
に
愛
情
や
食

べ
る
楽
し
さ
を
伝
え

る
食
育
の
一
環
と
し

て
も
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

特
別
な
日
に
み
ん
な
で
一
緒

に
行
事
食
を
食
べ
る
こ
と
で
、

家
族
や
親
戚
同
士
の
絆
を
深
め

る
こ
と
に
も
繋
が
る
で
し
ょ
う
。

（
表
面
よ
り
つ
づ
き
）

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
よ
り
抜
粋
）
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