
 

深
刻
化
す
る
人
口
減 

人
口
予
測
か
ら
目
が
離
せ
な
い 

―
「
消
滅
可
能
性
都
市
」
提
言
か
ら
十
年
後
の
現
実
― 

 

二
〇
一
四
年
（
平
成
二
六
）
五
月
、
日
本
創
成
会
議
・
人
口
減
少
問
題
検
討

分
科
会
（
座
長
増
田
寛
也
氏
）
が
『
中
央
公
論
』（
同
年
六
月
号
）
誌
上
で
衝
撃
的

な
レ
ポ
ー
ト
を
公
表
し
た
。
二
〇
一
〇
年
か
ら
四
○
年
ま
で
の
間
に
「
二
〇

～
三
九
歳
の
女
性
人
口
」
が
五
割
以
下
に
減
少
す
る
自
治
体
数
は
八
九
六
（
全

自
治
体
数
の
四
九
・
八
％
）
に
も
及
び
、「
こ
れ
ら
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
消
滅
可

能
性
が
高
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
断
じ
て
い
る
。
し
か
も
、
同
誌
に

は
「
消
滅
可
能
性
都
市
八
九
六
全
リ
ス
ト
の
衝
撃
」
と
題
し
て
自
治
体
名
が

掲
載
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
は
大
き
な
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
れ
が
契
機
と
な
っ
た
の
か
、
当
時
の
安
倍
内
閣
は
同
年
八
月
頃
か
ら

「
地
方
創
生
」
を
唱
え
始
め
、
関
連
法
の
制
定
、
「
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
」
「
総
合

戦
略
」
の
閣
議
決
定
、
交
付
金
事
業
の
実
施
等
、
全
自
治
体
を
巻
き
込
ん
で

地
方
創
生
の
具
体
化
に
奔
走
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

な
お
加
え
れ
ば
、
前
記
八
九
六
自
治
体
に
は
大
子
町
も
含
ま
れ
て
い
た
。 

そ
れ
か
ら
十
年
、
こ
の
間
に
地
域
の
人
口
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
か
。

昨
年
の
一
二
月
二
二
日
、
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
が
、
二
〇
五

〇
年
ま
で
の
三
○
年
間
に
つ
い
て
都
道
府
県
別
と
市
区
町
村
別
の
総
人
口
を

推
計
し
た
「
地
域
別
将
来
推
計
人
口
」
を
発
表
し
た
。
当
推
計
か
ら
は
、
二

〇
二
〇
年
に
比
べ
て
五
〇
年
の
人
口
が
三
〇
％
以
上
減
少
す
る
の
は
一
一
県
、

五
〇
年
に
高
齢
者
の
割
合
が
四
〇
％
を
超
え
る
の
は
二
五
県
、
五
〇
年
ま
で

に
九
八
％
の
市
区
町
村
で
人
口
が
減
少
し
、
対
二
〇
年
比
で
五
割
以
上
の
人

口
減
少
を
示
す
の
が
三
四
一
市
町
村
（
茨
城
県
で
は
大
子
町
、
河
内
町
、
稲
敷
市
）
、

五
〇
年
に
高
齢
者
の
割
合
が
五
割
以
上
を
占
め
る
の
は
五
五
七
市
区
町
村

（
全
自
治
体
の
三
二
％
、
茨
城
県
で
は
大
子
町
ほ
か
一
〇
市
町
）
で
あ
る
こ
と
等
、

地
方
圏
で
は
依
然
と
し
て
人
口
減
少
と
高
齢
化
に
は
歯
止
め
が
か
か
ら
ず
、

今
後
も
さ
ら
に
拍
車
が
か
か
る
将
来
の
姿
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

で
は
、「
消
滅
可
能
性
都
市
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
た
大
子
町
に
つ
い
て
は

ど
の
よ
う
な
人
口
推
計
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
い
く
つ
か
特
徴
を
紹
介
し

よ
う
。
ま
ず
人
口
総
数
は
、
二
〇
二
〇
年
の
一
万
五
七
三
六
人
が
三
五
年
の

一
万
三
三
六
人
を
経
て
、
五
○
年
に
は
何
と
六
二
三
一
人
へ
と
六
割
も
減
少

す
る
と
い
う
。
半
減
以
上
に
も
及
ぶ
減
少
率
は
、
も
ち
ろ
ん
県
内
で
は
最
も

大
き
い
も
の
で
あ
る
（
第
二
位
は
河
内
町
の
五
三
％
）
。
ま
た
、
同
期
間
に
高
齢

者
の
割
合
は
四
六
％
か
ら
六
四
％
へ
、
七
五
歳
以
上
は
二
五
％
か
ら
四
四
％

へ
と
も
に
上
昇
し
、
両
者
と
も
県
内
で
は
最
も
高
い
割
合
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
人
口
減
少
と
高
齢
化
に
関
わ
る
推
計
に
お
い
て
、
大
子
町
は
県
内
で

断
然
先
頭
を
走
る
位
置
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
前
述
し
た
「
消
滅
」
云
々

の
重
要
な
指
標
と
な
っ
た
、
出
産
を
主
に
担
う
「
二
〇
～
三
九
歳
の
女
性
人

口
」
の
推
移
に
着
目
す
る
と
、
二
〇
年
の
八
四
七
人
か
ら
五
〇
年
の
二
〇
〇

人
へ
と
実
に
七
六
％
の
減
少
率
を
み
せ
て
い
る
。
県
全
体
で
は
三
四
％
の
減

少
率
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
で
も
大
子
町
の
突
出
ぶ
り
が
鮮
明
で
あ
る
。
こ

れ
ら
各
数
値
は
、
過
去
に
行
わ
れ
た
一
三
年
推
計
値
や
一
八
年
推
計
値
を
上

回
る
形
で
進
行
し
た
結
果
で
あ
る
点
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

「
消
滅
」
す
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
将
来
推
計
人
口
が
提
示
す
る
二

○
五
○
年
の
大
子
町
の
将
来
像
は
決
し
て
楽
観
視
で
き
な
い
、
い
や
む
し
ろ
、

厳
し
い
の
一
言
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
将
来
」
と
言
っ
て
も
、

あ
と
僅
か
二
六
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
予
想
さ
れ
る
事
態
に
ど
う
向
き

合
っ
て
い
く
の
か
、
行
政
と
住
民
が
協
働
し
て
取
り
組
む
、
よ
り
戦
略
的
な

ま
ち
づ
く
り
が
待
っ
た
な
し
で
あ
る
と
思
え
て
な
ら
な
い
。 

（
齋
藤
典
生
） 
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島
根
か
ら
学
ぶ
地
方
創
生 

―
心
の
過
疎
化
を
解
決
す
る
関
係
人
口
― 

 
 

 

木
村
朱
里 

 
 

鳥
根
は
、
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
。
出
雲
大
社
や
石
見
銀
山
。
宍

道
湖
の
し
じ
み
や
の
ど
ぐ
ろ
な
ど
も
美
味
し
い
所
で
す
。
現
在
、
私
は
こ
の

島
根
で
、
以
前
か
ら
興
味
が
あ
っ
た
地
域
づ
く
り
・
地
域
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

を
学
ん
で
い
ま
す
。
今
回
、
大
学
生
な
が
ら
『
ほ
な
い
歴
史
通
信
』
に
寄
稿

す
る
機
会
を
頂
き
、
と
て
も
嬉
し
く
思
い
ま
す
。 

 

今
日
、
日
本
各
地
で
過
疎
問
題
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
過
疎
」
と

い
う
言
葉
、
発
祥
の
地
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
島
根
で
す
。
昭
和
四
十
年
（
一

九
六
五
）
に
島
根
県
美
濃
郡
匹
見
町
（
現
：
益
田
市
）
の
町
長
が
国
会
で
「
過
疎
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
町
の
人
口
減
少
を
強
く
訴
え
た
の
が
始
ま
り
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
次
・
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
に
よ
り
日
本
全
体
の
人

口
が
増
加
し
た
中
で
、
島
根
の
人
口
は
既
に
減
り
始
め
て
い
た
の
で
す
。
こ

う
し
て
過
疎
問
題
に
い
ち
早
く
向
き
合
う
こ
と
と
な
っ
た
島
根
は
、
地
方
創

生
最
先
端
の
地
と
し
て
全
国
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

そ
ん
な
島
根
で
は
、
地
方
創
生
に
関
し
て
先
進
的
な
事
例
や
取
り
組
み
が

進
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
、「
関
係
人
口
」
と
い
う
考
え
方
は
、
島

根
県
立
大
学
の
田
中
輝
美
先
生
の
著
書
『
関
係
人
口
を
つ
く
る
』（
二
〇
一
七

年
刊
）
か
ら
注
目
を
集
め
ま
し
た
。
交
流
以
上
、
定
住
未
満
の
存
在
で
、
そ
の

地
域
に
継
続
的
に
関
わ
る
よ
そ
者
で
あ
る
関
係
人
口
は
、
島
根
各
地
の
活
性

化
を
支
え
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
り
、
島
根
の
地
域
づ
く
り
に
深
く
関
わ
っ

て
い
ま
す
。
私
の
よ
う
な
大
学
生
も
そ
の
一
人
で
す
。
各
地
方
で
人
口
を
取

り
合
う
の
で
は
な
く
、
人
口
を
共
有
す
る
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
、
コ
ロ
ナ

禍
で
多
様
化
し
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
後
押
し
し
、
普
及
し
始
め
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
関
係
人
口
、
地
方
地
域
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
る
の
か
と
い
う
と
、

心
の
過
疎
化
の
解
決
・
予
防
に
効
果
が
あ
り
ま
す
。
心
の
過
疎
化
と
は
、
住

民
が
地
域
へ
の
愛
着
を
失
い
、
そ
こ
に
住
む
意
味
と
意
義
を
失
う
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。
心
の
過
疎
化
は
、
人
口
の
多
い
少
な
い
に
関
係
な
く
、
住
民
の

主
体
性
を
低
下
さ
せ
、
地
域
を
さ
ら
な
る
衰
退
へ
と
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

し
か
し
島
根
で
は
、
関
係
人
口
が
流
入
す
る
こ
と
で
、
住
民
の
地
域
に
対
す

る
意
欲
が
向
上
す
る
事
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
あ
る
人
が
あ
る
地

域
に
対
し
て
愛
着
を
感
じ
、
関
係
人
口
と
な
っ
て
地
域
存
続
の
た
め
に
課
題

に
向
き
合
う
。
そ
の
人
が
一
生
懸
命
に
動
く
姿
が
別
の
誰
か
の
心
を
動
か
し
、

地
域
へ
の
興
味
に
つ
な
げ
て
関
係
人
口
が
増
加
す
る
。
そ
ん
な
関
係
人
口
の

姿
を
見
た
地
域
の
人
々
が
「
自
分
も
何
か
し
た
い
」
と
動
く
よ
う
に
な
る
。

人
が
人
を
呼
ん
で
地
域
に
好
循
環
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
私
も
、
島
根
の
関

係
人
口
と
し
て
様
々
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
昨
春
に
は
、
島
根
県
大
森
町

で
「
石
見
銀
山
ま
ち
を
楽
し
く
す
る
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
と
い
う
施
設
を
地
元

の
方
々
と
共
に
作
り
上
げ
ま
し
た
。
今
も
継
続
的
に
関
わ
っ
て
お
り
、
地
元

企
業
や
ガ
イ
ド
の
会
と
協
力
し
て
企
画
・
運
営
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
大

森
町
は
、
関
係
人
口
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
始
め
て
か
ら
、
人
口
減
少
は
続

き
つ
つ
も
、
生
ま
れ
る
子
供
の
数
が
年
々
増
加
し
て
お
り
、
最
近
で
は
様
々

な
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
全
体
と
し
て
人
口
が
減
少
し

て
い
る
今
、
単
純
に
人
口
を
増
や
す
よ
り
も
、
そ
の
地
域
に
関
わ
る
人
の
数

と
質
を
上
げ
る
こ
と
が
持
続
可
能
な
地
方
の
実
現
に
お
い
て
重
要
に
な
っ
て

く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

こ
こ
ま
で
の
話
を
踏
ま
え
て
、
茨
城
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
数

年
前
、
茨
城
県
が
最
下
位
と
な
っ
た
都
道
府
県
魅
力
度
ラ
ン
キ
ン
グ
、
皆
さ

ん
の
周
り
で
は
ど
の
よ
う
な
反
応
が
あ
り
ま
し
た
か
。
私
の
周
囲
で
は
「
し

ょ
う
が
な
い
」
や
「
注
目
さ
れ
る
だ
け
い
い
方
だ
」
と
い
う
諦
め
の
言
葉
が

多
か
っ
た
で
す
。
こ
れ
は
心
の
過
疎
化
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
地
元
へ
の

誇
り
や
住
み
続
け
る
意
義
を
見
失
っ
て
い
て
は
、
地
域
は
衰
退
す
る
一
方
で

す
。
茨
城
の
心
の
過
疎
化
を
解
決
す
る
た
め
、
数
あ
る
選
択
肢
の
う
ち
の
一

つ
と
し
て
関
係
人
口
に
注
目
し
て
ほ
し
い
と
強
く
思
い
ま
す
。 

（
大
子
町
大
子
出
身
、
島
根
県
立
大
学
地
域
政
策
学
部
三
年
） 
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大
子
町
で
小
さ
な
コ
ー
ヒ
ー
屋
が
で
き
る
こ
と 和

田
ま
り
あ 

 
 

初
め
ま
し
て
、
矢
田
で
「
コ
ー
ヒ
ー
と
家
具
の
お
店hajim

ari

」
を
運
営

し
て
い
ま
す
、
和
田
ま
り
あ
で
す
。
今
回
、
寄
稿
の
機
会
を
頂
い
た
の
で
、

せ
っ
か
く
な
ら
こ
れ
ま
で
と
違
っ
た
層
に
も
届
け
た
い
と
思
い
、
日
本
語
と

英
語
で
書
い
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
何
か
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
英
語
圏

の
方
々
の
目
に
触
れ
、
当
店
を
通
し
て
大
子
町
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
た

ら
幸
い
で
す
。 

私
は
、
二
〇
二
〇
年
二
月
に
県
北
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
大
子
町
に

移
住
し
ま
し
た
。
出
身
は
つ
く
ば
市
で
す
が
、
海
外
や
東
京
に
も
長
く
住
ん

で
い
て
、
ず
っ
と
利
便
性
ば
か
り
重
視
し
て
い
ま
し
た
。
大
子
町
に
興
味
を

持
っ
た
最
初
の
き
っ
か
け
は
、
あ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
こ
の
町
を
訪
れ
、
地
元

の
方
々
の
温
か
み
や
、
豊
か
な
自
然
に
触
れ
た
こ
と
で
す
。
た
だ
、
一
番
の

決
め
手
は
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
の
台
風
一
九
号
で
し
た
。
つ
い
こ
の
間
訪

れ
た
町
で
、
台
風
に
よ
り
川
が
氾
濫
し
、
多
く
の
民
家
が
浸
水
し
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。
連
日
放
送
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
、
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら

れ
な
く
な
り
、
何
度
か
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
大
子
町
に
通
い
ま
し
た
。

大
し
た
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
地
元
の
方
々
か
ら
た
く
さ
ん
の
感

謝
の
言
葉
を
頂
い
た
り
、
他
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
メ
ン
バ
ー
と
一
緒
に
過
ご
し

た
数
日
は
今
で
も
し
っ
か
り
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
の
恩
返
し
が

し
た
く
て
、
移
住
を
決
め
ま
し
た
。 

hajim
ari

は
、
コ
ー
ヒ
ー
焙
煎
士
の
私
と
建
築
屋
の
中
村
聖
が
共
同
で
運

営
し
て
い
ま
す
。
彼
が
築
一
五
〇
年
の
古
民
家
を
改
築
し
、
私
は
大
好
き
な

コ
ー
ヒ
ー
の
香
り
・
味
・
空
間
を
届
け
て
い
ま
す
。「hajim

ari

」
と
い
う
店

名
に
は
、
私
が
珈
琲
焙
煎
士
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
し
た
よ
う
に
、

訪
れ
た
人
に
と
っ
て
、
何
か
の
小
さ
な
出
発
点
に
な
れ
ば
と
い
う
想
い
が
込

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

私
の
コ
ー
ヒ
ー
好
き
は
、
父
の
影
響
で
す
。
高
校
の
頃
か
ら
親
元
を
離
れ

東
京
で
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
実
家
に
帰
っ
て
玄
関
を
開
け
る
と
、
コ

ー
ヒ
ー
が
ふ
わ
っ
と
香
り
、
そ
れ
だ
け
で
心
が
落
ち
着
き
ま
し
た
。
ど
ん
な

時
も
無
条
件
に
肩
の
力
が
抜
け
る
、
そ
ん
な
安
心
安
全
な
場
を
作
れ
る
の
は
、

焙
煎
士
だ
と
自
負
し
て
い
ま
す
。 

そ
ん
な
コ
ー
ヒ
ー
に
添
え
る
ス
イ
ー
ツ
も
自
家
製
で
す
。
お
菓
子
作
り
は

ほ
ぼ
未
経
験
で
し
た
が
、
豊
富
に
あ
る
地
元
産
の
食
材
の
美
味
し
さ
に
感
動

し
て
、
こ
れ
ら
を
使
い
自
分
で
作
っ
て
み
た
い
と
い
う
思
い
が
大
き
く
な
り

ま
し
た
。
い
つ
も
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
作
っ
て
い
る
の
で
、「
お
い
し
か
っ
た
」

と
声
を
か
け
て
も
ら
え
た
時
は
、
嬉
し
い
気
持
ち
と
自
信
に
な
り
ま
す
。 

最
後
に
。
大
子
町
の
人
口
は
、
移
住
当
時
、
約
一
万
六
七
〇
〇
人
で
し
た

が
、
今
で
は
一
万
五
〇
〇
〇
人
を
切
り
ま
し
た
。
単
純
に
計
算
し
て
も
、
四

年
間
で
約
一
七
〇
〇
人
の
方
が
町
か
ら
い
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、

生
々
し
い
衝
撃
で
す
。
今
後
も
っ
と
加
速
す
る
人
口
減
少
に
小
さ
な
コ
ー
ヒ

ー
屋
は
何
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。 

町
と
多
様
な
関
わ
り
を
持
つ
層
「
関
係
人
口
」
が
、
過
疎
地
域
存
続
の
キ

ー
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
そ
れ
で
し

た
。
観
光
客
で
も
地
元
民
で
も
な
い
人
た
ち
が
足
を
運
び
、
町
の
ピ
ン
チ
を

救
い
ま
し
た
。「
関
係
人
口
」
は
国
内

に
限
定
し
な
く
て
い
い
は
ず
で
、
今

回
、
私
が
英
語
で
書
こ
う
と
思
っ
た

の
も
、
世
界
中
に
大
子
町
の
関
係
人

口
を
作
り
た
い
・
作
れ
る
と
思
っ
た

か
ら
で
す
。
今
後
は
、
コ
ー
ヒ
ー
を
き

っ
か
け
に
、
世
界
中
に
大
子
町
を
知

っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
コ
ー
ヒ
ー
文

化
の
提
案
・
発
信
を
し
て
い
け
る
よ

う
、
よ
り
一
層
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

（
大
子
町
矢
田
在
住
） 

 
コーヒーと家具のお店 hajimari 

営業時間：10 時～17 時 
定 休 日：月・火・水曜日 
住  所：大子町矢田 654 



traditional house, where he sells Japanese antique furniture. Alongside, I roast coffee and share 

its rich aroma, taste, and the inviting atmosphere it creates with our customers. 

The name "hajimari" translates to 'beginning' or 'to start something' in Japanese, symbolizing 

both the i) inception of our new business and ii) our desire to serve as a starting point for our 

visitors' journeys. 

My journey into coffee roasting began with my childhood memories. My father taught me an 

appreciation for the warmth, comfort, and security that a well-crafted cup of coffee can provide. 

Each time I returned home, he would brew a cup of coffee, its aroma enveloping me in a 

welcoming embrace. This inspired me to create similar moments of tranquility for others, 

leading me to pursue a career as a roaster. I chose roasting over being a barista because I believe 

it is a roaster who engages deeply with the selection of beans and roasting levels to unlock and 

savor the full spectrum of aromas that coffee can offer. 

To enhance your coffee experience, we offer homemade cakes made with locally sourced 

ingredients. Although I initially had limited experience in baking, the exceptional quality of 

local vegetables and fruits has inspired me to embrace cooking with them. It brings me the 

greatest joy and bolsters my confidence when customers give positive feedback. 

To conclude, let's discuss the future. When I first moved to Daigo Town, the total population 

was about sixteen thousand seven hundred. However, it has since decreased to less than fifteen 

thousand people. The reality that over one thousand seven hundred people have left the town in 

just four years is a stark reality that leaves an impact on the community. So, what role can a 

small coffee shop play in addressing such a community issue? 

The concept of 'relationship-population' is increasingly recognized as a solution for social 

issues in depopulated areas. Unlike residents or temporary tourists, these are individuals who 

care for and consistently visit the town. My engagement in disaster volunteering when I first 

connected with this town can be considered one form of relationship-population. Since physical 

distance does not preclude forming 'relationships,' I believe such connections can extend even to 

people coming from outside Japan. With these aspirations, I have written this in English to reach 

a broader audience. I am committed to promoting and spreading coffee culture to encourage 

more people to start ("hajimari" ) a relationship with Daigo Town. 

What a small coffee shop can do in the relocated town, Daigo 
Maria Wada 

Hello! I'm Maria Wada, the owner of "hajimari" a cozy coffee and furniture shop in Daigo, 

Ibaraki, Japan. We're a little spot that's still blooming, and we're getting ready to celebrate our 

second anniversary this coming May. 

With this delightful opportunity to share our coffee shop's story, I am writing in English. I'm 

eager to draw the gaze of a diverse audience, including English-speaking folks, to our shop 

"hajimari" and the inviting community of Daigo Town. 

To give you a bit of my background, I relocated to Daigo Town in February 2020 as a part of 

a team dedicated to regional revitalization. Although I am originally from Tsukuba City, Ibaraki, 

I have lived in Tokyo for most of my twenties. My connection to Ibaraki and its residents was 

limited during that period. I was drawn to more developed towns because of their convenient 

work commutes and the proximity to supermarkets.  

My viewpoint on local issues shifted after participating in an entrepreneurship program, 

which afforded me my first opportunity to visit Daigo Town. The warmth of the locals and the 

beautiful nature I encountered on that initial visit are unforgettable. 

My attachment to Daigo Town deepened due to Typhoon No.19 in October 2019. It was 

shocking to witness the town I had recently visited suffer from the typhoon's aftermath, with 

rivers overflowing and many homes flooded. Watching the news every day, I couldn't sit still, so 

I visited the town multiple times and volunteered to remove rubble and mud from the homes. 

Although my contribution was limited, I received much kindness and many expressions of 

gratitude from the locals. It was a challenging time for all, but there were also moments that 

brought smiles from our interactions, with whom I still maintain relationships. My experiences 

in Daigo have undoubtedly boosted my motivation to relocate and have made me more eager to 

engage in local activities, not only to 'give back' what I received but also to uplift the town as a 

community member. This is why I decided to open a coffee shop in this town. 

"hajimari" is co-managed by Satoshi Nakamura, an architect, and myself, a coffee roaster. We 

are very fortunate to make a living by doing what we enjoy. Satoshi renovated a 150-year-old 
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a team dedicated to regional revitalization. Although I am originally from Tsukuba City, Ibaraki, 

I have lived in Tokyo for most of my twenties. My connection to Ibaraki and its residents was 

limited during that period. I was drawn to more developed towns because of their convenient 

work commutes and the proximity to supermarkets.  

My viewpoint on local issues shifted after participating in an entrepreneurship program, 

which afforded me my first opportunity to visit Daigo Town. The warmth of the locals and the 

beautiful nature I encountered on that initial visit are unforgettable. 

My attachment to Daigo Town deepened due to Typhoon No.19 in October 2019. It was 

shocking to witness the town I had recently visited suffer from the typhoon's aftermath, with 

rivers overflowing and many homes flooded. Watching the news every day, I couldn't sit still, so 

I visited the town multiple times and volunteered to remove rubble and mud from the homes. 

Although my contribution was limited, I received much kindness and many expressions of 

gratitude from the locals. It was a challenging time for all, but there were also moments that 

brought smiles from our interactions, with whom I still maintain relationships. My experiences 

in Daigo have undoubtedly boosted my motivation to relocate and have made me more eager to 

engage in local activities, not only to 'give back' what I received but also to uplift the town as a 
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大
窪
光
謙
の
「
封
内
道
の
記
」
（
上
） 

吉
成
英
文 

 

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
三
月
、
大
久
保
村
（
現
在
の
日
立
市
）
の
大
窪
光
謙

は
姉
婿
光
禘
と
従
者
と
三
人
連
れ
立
っ
て
大
生
瀬
村
（
現
在
の
大
子
町
）
に
あ

る
母
の
生
家
を
訪
ね
る
旅
に
出
た
。
時
に
光
謙
十
五
歳
。
母
は
大
生
瀬
村
の

修
験
常
蓮
院
瑤
璟
（
俗
称
：
佐
藤
氏
）
の
娘
で
、
大
久
保
村
で
医
業
を
営
ん
で

い
た
大
窪
光
茂
に
嫁
い
で
い
た
。 

光
茂
は
医
業
の
傍
ら
近
郷
、
近
在
の
子
弟
を
対
象
と
し
て
寺
子
屋
を
開
い

て
い
た
が
、
天
保
年
間
に
は
自
ら
の
土
地
を
水
戸
藩
に
提
供
し
て
興
芸
館
を

設
立
し
て
い
る
。
興
芸
館
は
後
に
暇
修
館
と
改
め
ら
れ
、
更
に
安
政
二
年
（
一

八
五
五
）
に
は
水
戸
藩
郷
校
の
大
久
保
郷
校
と
な
っ
て
い
る
。 

光
茂
の
子
光
謙
は
幼
少
の
時
か
ら
父
親
の
も
と
で
学
問
に
励
み
、
特
に
和

文
、
和
歌
に
親
し
み
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
が
、
万
延
元
年
（
一
八
六

〇
）
二
十
六
歳
の
若
さ
で
死
去
し
て
い
る
。 

さ
て
今
回
紹
介
す
る
「
封
内
道
の
記
」
は
光
謙
が
母
の
生
家
を
訪
ね
た
時

の
道
中
日
記
で
あ
る
が
、
自
筆
本
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
た
め
、
過
去
に
解
読
し
て
お
い
た
河
原
子
村(

現
在
の
日
立
市)
修
験
宮
田

篤
親
の
筆
写
本
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
現
在
は
こ
の
筆
写
本
も
所

在
不
明
で
あ
る
と
云
う
。
こ
こ
で
は
紀
行
文
全
文
の
内
、
冒
頭
の
部
分
は
原

文
の
ま
ま
書
き
下
ろ
し
、
旅
日
程
の
部
分
は
原
文
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
大

意
を
記
述
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 

封
内
道
の
記 

旅
の
日
記
な
ど
、
こ
と
ご
と
し
く
か
き
い
で
む
も
お
こ
が
ま
し
け
れ
ど
、

見
に
し
聞
き
に
し
こ
と
も
年
の
来
経
行
侭
に
、
そ
こ
は
か
と
な
く
う
ち
忘
る

る
こ
と
の
み
に
し
て
、
今
年
三
と
せ
の
あ
な
た
さ
え
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
け
れ

ば
、
後
の
日
見
む
た
め
と
て
か
ひ
つ
く
。 

お
の
れ
光
謙
が
母
な
む
、
久
慈
郡
大
生
瀬
の
里
佐
藤
氏
の
女
な
り
し
に
、

お
の
れ
お
さ
な
く
身
の
足
弱
け
れ
ば
、
今
年
十
あ
ま
り
五
つ
と
い
ふ
年
ま
で
、

い
ま
だ
外
つ
お
ほ
父
お
ほ
ば
の
墓
へ
拝
み
ま
い
ら
せ
ぬ
こ
と
の
ほ
い
な
け
れ

ば
と
て
、
姉
婿
な
り
し
光
禘
を
い
ざ
な
ひ
童
一
人
を
具
し
て
、
嘉
永
の
と
し

の
二
と
せ
や
よ
ひ
二
十
あ
ま
り
二
日
出
た
つ
、
あ
し
た
よ
り
雲
は
れ
わ
た
る
。

（
以
上
、
原
文
の
ま
ま
、
以
下
大
意
） 

三
月
二
十
二
日
、
早
朝
自
宅
出
立
、
天
気
良
し
。
真
弓
の
新
し
く
開
拓
さ

れ
た
道
を
通
り
、
亀
作
、
幡
村
を
越
え
る
。
こ
の
村
に
長
幡
部
の
御
社
が
あ

る
が
、
道
を
急
ぐ
の
で
参
拝
し
な
い
で
遠
く
に
見
て
通
り
過
ぎ
た
。
夕
刻
に

太
田
馬
場
八
幡
宮
の
宮
司
西
氏
宅
に
泊
ま
る
。
こ
の
家
は
伯
母
の
嫁
ぎ
先
で

あ
る
。 

二
十
三
日
、
天
気
良
し
。
早
朝
に
急
ぎ
出
立
し
て
、
増
井
、
大
門
村
を
過

ぎ
て
天
下
野
の
里
に
至
る
。
こ
こ
で
昼
食
を
摂
り
な
が
ら
休
憩
す
る
。
こ
の

街
道
沿
い
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
集
い
て
桜
の
花
枝
を

持
っ
て
犬
追
い
な
ど
を
し
、
ま
た
、
馬
方
の
男
も
手
に
手
に
桜
の
枝
を
手
折

る
な
ど
心
あ
り
げ
に
見
え
た
の
で
、 

遠
近
に
い
ぬ
追
ふ
わ
ら
は
賤
の
男
の 

手
ご
と
に
折
か
あ
た
ら
桜
を 

そ
こ
か
ら
は
る
か
遠
く
に
金
砂
の
山
を
見
る
と
、
昔
、
佐
竹
義
舜
の
朝
臣

が
、
山
入
義
藤
に
叛
か
れ
た
時
、
こ
の
山
に
立
て
籠
も
り
な
さ
れ
た
際
に
、

私
の
遠
い
祖
先
で
あ
る
大
窪
伊
賀
守
光
重
も
主
（
佐
竹
義
舜
）
に
随
っ
て
、
逆

臣
義
藤
と
戦
い
、
文
明
九
年
睦
月
二
十
一
日
、
子
の
大
窪
孫
三
郎
と
共
に
父

子
二
人
共
に
、
こ
の
山
に
て
討
ち
死
に
さ
れ
た
と
の
古
事
を
思
い
出
し
て
そ

ぞ
ろ
涙
ぐ
ん
で
し
ま
っ
た
。 

 
 

 

も
の
の
ふ
の
弓
箭
取
身
の
常
と
さ
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

知
れ
ど
哀
れ
に
お
も
ほ
ゆ
る
哉 

や
や
行
く
と
高
倉
村
に
着
い
た
。
こ
の
辺
は
左
右
の
山
が
高
く
云
い
尽
く

し
様
が
な
か
っ
た
。
日
も
暮
れ
か
か
る
中
を
小
生
瀬
村
に
出
て
道
に
迷
い
な

が
ら
も
、
や
っ
と
大
生
瀬
村
の
佐
藤
家
に
着
く
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
夜
は

ゆ
っ
く
り
寛
ぎ
な
が
ら
床
に
就
い
た
。 

 
 

 
 

 

（
常
陸
太
田
市
在
住
） 

外
大
野
要
害
の
発
見 

五
十
嵐
雄
大 

 

二
〇
二
二
年
度
ま
で
の
五
年
間
に
実
施
さ
れ
た
茨
城
県
全
域
の
中
世
城

館
跡
を
対
象
と
し
た
調
査
（
茨
城
県
中
世
城
館
跡
総
合
調
査
）
で
、
四
二
ヶ
所
も

の
城
館
遺
跡
が
大
子
町
域
に
お
い
て
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
調
査
終
了
後
も
現

地
で
の
城
の
踏
査
は
続
け
ら
れ
、
調
査
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
城
館
遺
跡

を
数
ヶ
所
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
中
で
も
、
大
子
町

外
大
野
地
区
で
発
見
さ
れ
た
城
（
外
大
野
要
害
）
を
紹
介
し
ま
す
。 

外
大
野
要
害
は
外
大
野
の
し
だ
れ
桜
か
ら
南
東
側
約
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル

に
あ
る
山
の
先
端
部
、
標
高
三
三
一
メ
ー
ト
ル
地
点
を
中
心
と
し
た
と
こ
ろ

に
あ
り
、
遺
構
が
残
っ
て
い
ま
す
。
城
の
中
を
古
道
が
通
り
、
東
は
八
幡
太

郎
伝
承
が
あ
る
佳
老
山
へ
、
西
は
同
じ
伝
承
が
残
る
沓
掛
峠
へ
、
北
は
佐
竹

軍
の
布
陣
伝
承
が
残
る
檜
山
へ
、
南
は
内
大
野
館
へ
接
続
し
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
外
大
野

要
害
は
東
西
道

と
南
北
道
が
交

わ
る
交
通
の
要

衝
に
造
ら
れ
て

い
た
の
で
す
。

遠
隔
地
へ
の
中

継
地
点
と
し
て

の
「
つ
な
ぎ
の

城
」
の
役
割
が

あ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。 

外
大
野
要
害

に
関
わ
る
文
献

史
料
は
無
く
、
城
と
し
て
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
の
か
は
は
っ
き
り

し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
麓
に
住
む
方
か
ら
も
城
館
伝
承
を
聞
く
こ
と
が

で
き
、
周
辺
地
域
で
長
年
に
渡
っ
て
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

外
大
野
要
害
は
戦
争
な
ど
で
一
時
的
に
使
わ
れ
た
城
と
い
う
よ
り
も
、
長
期

間
に
わ
た
っ
て
維
持
・
管
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

城
主
は
不
明
で
す
が
、
内
大
野
の
領
主
で
あ
っ
た
齋
藤
氏
に
関
係
す
る
城

館
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
茨
城
城
郭
研
究
会
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大
窪
光
謙
の
「
封
内
道
の
記
」
（
上
） 

吉
成
英
文 

 

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
三
月
、
大
久
保
村
（
現
在
の
日
立
市
）
の
大
窪
光
謙

は
姉
婿
光
禘
と
従
者
と
三
人
連
れ
立
っ
て
大
生
瀬
村
（
現
在
の
大
子
町
）
に
あ

る
母
の
生
家
を
訪
ね
る
旅
に
出
た
。
時
に
光
謙
十
五
歳
。
母
は
大
生
瀬
村
の

修
験
常
蓮
院
瑤
璟
（
俗
称
：
佐
藤
氏
）
の
娘
で
、
大
久
保
村
で
医
業
を
営
ん
で

い
た
大
窪
光
茂
に
嫁
い
で
い
た
。 

光
茂
は
医
業
の
傍
ら
近
郷
、
近
在
の
子
弟
を
対
象
と
し
て
寺
子
屋
を
開
い

て
い
た
が
、
天
保
年
間
に
は
自
ら
の
土
地
を
水
戸
藩
に
提
供
し
て
興
芸
館
を

設
立
し
て
い
る
。
興
芸
館
は
後
に
暇
修
館
と
改
め
ら
れ
、
更
に
安
政
二
年
（
一

八
五
五
）
に
は
水
戸
藩
郷
校
の
大
久
保
郷
校
と
な
っ
て
い
る
。 

光
茂
の
子
光
謙
は
幼
少
の
時
か
ら
父
親
の
も
と
で
学
問
に
励
み
、
特
に
和

文
、
和
歌
に
親
し
み
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
が
、
万
延
元
年
（
一
八
六

〇
）
二
十
六
歳
の
若
さ
で
死
去
し
て
い
る
。 

さ
て
今
回
紹
介
す
る
「
封
内
道
の
記
」
は
光
謙
が
母
の
生
家
を
訪
ね
た
時

の
道
中
日
記
で
あ
る
が
、
自
筆
本
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
た
め
、
過
去
に
解
読
し
て
お
い
た
河
原
子
村(

現
在
の
日
立
市)

修
験
宮
田

篤
親
の
筆
写
本
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
現
在
は
こ
の
筆
写
本
も
所

在
不
明
で
あ
る
と
云
う
。
こ
こ
で
は
紀
行
文
全
文
の
内
、
冒
頭
の
部
分
は
原

文
の
ま
ま
書
き
下
ろ
し
、
旅
日
程
の
部
分
は
原
文
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
大

意
を
記
述
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 

封
内
道
の
記 

旅
の
日
記
な
ど
、
こ
と
ご
と
し
く
か
き
い
で
む
も
お
こ
が
ま
し
け
れ
ど
、

見
に
し
聞
き
に
し
こ
と
も
年
の
来
経
行
侭
に
、
そ
こ
は
か
と
な
く
う
ち
忘
る

る
こ
と
の
み
に
し
て
、
今
年
三
と
せ
の
あ
な
た
さ
え
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
け
れ

ば
、
後
の
日
見
む
た
め
と
て
か
ひ
つ
く
。 

お
の
れ
光
謙
が
母
な
む
、
久
慈
郡
大
生
瀬
の
里
佐
藤
氏
の
女
な
り
し
に
、

お
の
れ
お
さ
な
く
身
の
足
弱
け
れ
ば
、
今
年
十
あ
ま
り
五
つ
と
い
ふ
年
ま
で
、

い
ま
だ
外
つ
お
ほ
父
お
ほ
ば
の
墓
へ
拝
み
ま
い
ら
せ
ぬ
こ
と
の
ほ
い
な
け
れ

ば
と
て
、
姉
婿
な
り
し
光
禘
を
い
ざ
な
ひ
童
一
人
を
具
し
て
、
嘉
永
の
と
し

の
二
と
せ
や
よ
ひ
二
十
あ
ま
り
二
日
出
た
つ
、
あ
し
た
よ
り
雲
は
れ
わ
た
る
。

（
以
上
、
原
文
の
ま
ま
、
以
下
大
意
） 

三
月
二
十
二
日
、
早
朝
自
宅
出
立
、
天
気
良
し
。
真
弓
の
新
し
く
開
拓
さ

れ
た
道
を
通
り
、
亀
作
、
幡
村
を
越
え
る
。
こ
の
村
に
長
幡
部
の
御
社
が
あ

る
が
、
道
を
急
ぐ
の
で
参
拝
し
な
い
で
遠
く
に
見
て
通
り
過
ぎ
た
。
夕
刻
に

太
田
馬
場
八
幡
宮
の
宮
司
西
氏
宅
に
泊
ま
る
。
こ
の
家
は
伯
母
の
嫁
ぎ
先
で

あ
る
。 

二
十
三
日
、
天
気
良
し
。
早
朝
に
急
ぎ
出
立
し
て
、
増
井
、
大
門
村
を
過

ぎ
て
天
下
野
の
里
に
至
る
。
こ
こ
で
昼
食
を
摂
り
な
が
ら
休
憩
す
る
。
こ
の

街
道
沿
い
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
集
い
て
桜
の
花
枝
を

持
っ
て
犬
追
い
な
ど
を
し
、
ま
た
、
馬
方
の
男
も
手
に
手
に
桜
の
枝
を
手
折

る
な
ど
心
あ
り
げ
に
見
え
た
の
で
、 

遠
近
に
い
ぬ
追
ふ
わ
ら
は
賤
の
男
の 

手
ご
と
に
折
か
あ
た
ら
桜
を 

そ
こ
か
ら
は
る
か
遠
く
に
金
砂
の
山
を
見
る
と
、
昔
、
佐
竹
義
舜
の
朝
臣

が
、
山
入
義
藤
に
叛
か
れ
た
時
、
こ
の
山
に
立
て
籠
も
り
な
さ
れ
た
際
に
、

私
の
遠
い
祖
先
で
あ
る
大
窪
伊
賀
守
光
重
も
主
（
佐
竹
義
舜
）
に
随
っ
て
、
逆

臣
義
藤
と
戦
い
、
文
明
九
年
睦
月
二
十
一
日
、
子
の
大
窪
孫
三
郎
と
共
に
父

子
二
人
共
に
、
こ
の
山
に
て
討
ち
死
に
さ
れ
た
と
の
古
事
を
思
い
出
し
て
そ

ぞ
ろ
涙
ぐ
ん
で
し
ま
っ
た
。 

 
 

 

も
の
の
ふ
の
弓
箭
取
身
の
常
と
さ
え 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

知
れ
ど
哀
れ
に
お
も
ほ
ゆ
る
哉 

や
や
行
く
と
高
倉
村
に
着
い
た
。
こ
の
辺
は
左
右
の
山
が
高
く
云
い
尽
く

し
様
が
な
か
っ
た
。
日
も
暮
れ
か
か
る
中
を
小
生
瀬
村
に
出
て
道
に
迷
い
な

が
ら
も
、
や
っ
と
大
生
瀬
村
の
佐
藤
家
に
着
く
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
夜
は

ゆ
っ
く
り
寛
ぎ
な
が
ら
床
に
就
い
た
。 

 
 

 
 

 

（
常
陸
太
田
市
在
住
） 

外
大
野
要
害
の
発
見 

五
十
嵐
雄
大 

 

二
〇
二
二
年
度
ま
で
の
五
年
間
に
実
施
さ
れ
た
茨
城
県
全
域
の
中
世
城

館
跡
を
対
象
と
し
た
調
査
（
茨
城
県
中
世
城
館
跡
総
合
調
査
）
で
、
四
二
ヶ
所
も

の
城
館
遺
跡
が
大
子
町
域
に
お
い
て
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
調
査
終
了
後
も
現

地
で
の
城
の
踏
査
は
続
け
ら
れ
、
調
査
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
城
館
遺
跡

を
数
ヶ
所
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
中
で
も
、
大
子
町

外
大
野
地
区
で
発
見
さ
れ
た
城
（
外
大
野
要
害
）
を
紹
介
し
ま
す
。 

外
大
野
要
害
は
外
大
野
の
し
だ
れ
桜
か
ら
南
東
側
約
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル

に
あ
る
山
の
先
端
部
、
標
高
三
三
一
メ
ー
ト
ル
地
点
を
中
心
と
し
た
と
こ
ろ

に
あ
り
、
遺
構
が
残
っ
て
い
ま
す
。
城
の
中
を
古
道
が
通
り
、
東
は
八
幡
太

郎
伝
承
が
あ
る
佳
老
山
へ
、
西
は
同
じ
伝
承
が
残
る
沓
掛
峠
へ
、
北
は
佐
竹

軍
の
布
陣
伝
承
が
残
る
檜
山
へ
、
南
は
内
大
野
館
へ
接
続
し
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
外
大
野

要
害
は
東
西
道

と
南
北
道
が
交

わ
る
交
通
の
要

衝
に
造
ら
れ
て

い
た
の
で
す
。

遠
隔
地
へ
の
中

継
地
点
と
し
て

の
「
つ
な
ぎ
の

城
」
の
役
割
が

あ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。 

外
大
野
要
害

に
関
わ
る
文
献

史
料
は
無
く
、
城
と
し
て
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
の
か
は
は
っ
き
り

し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
麓
に
住
む
方
か
ら
も
城
館
伝
承
を
聞
く
こ
と
が

で
き
、
周
辺
地
域
で
長
年
に
渡
っ
て
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

外
大
野
要
害
は
戦
争
な
ど
で
一
時
的
に
使
わ
れ
た
城
と
い
う
よ
り
も
、
長
期

間
に
わ
た
っ
て
維
持
・
管
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

城
主
は
不
明
で
す
が
、
内
大
野
の
領
主
で
あ
っ
た
齋
藤
氏
に
関
係
す
る
城

館
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
茨
城
城
郭
研
究
会
） 
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北
海
道
へ
の
勤
労
動
員
と
大
子
農
林
学
校
生
（
上
） 

―
「
い
は
ら
き
」
新
聞
に
見
る
戦
争
時
代
の
大
子
（
６
）
― 

 

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
敗
色
が
濃
厚
と
な
っ
て
も
、
戦
争
は
続
い
た
。

そ
の
も
と
で
陸
海
軍
の
兵
力
数
は
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
の
二
四
一
万
人

が
、
一
八
年
三
八
一
万
人
、
二
〇
年
七
一
九
万
人
へ
と
増
大
の
一
途
を
た
ど

っ
た
。
そ
れ
は
、
各
生
産
分
野
で
の
熟
練
労
働
者
や
農
業
の
中
心
的
な
担
い

手
が
失
わ
れ
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。
労
働
力
不
足
を
補
う
た
め
、
様
々

な
施
策
を
通
じ
て
生
産
現
場
に
動
員
さ
れ
た
の
が
全
国
の
諸
学
校
の
学
生
、

生
徒
、
児
童
達
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
増
産
に
寄
与
す
る
た
め
遠
く
北
海
道

で
の
援
農
に
応
じ
た
県
立
大
子
農
林
学
校
生
の
場
合
を
紹
介
し
よ
う
。 

農
繁
期
の
労
力
不
足
解
消
の
た
め
北
海
道
へ
学
徒
を
送
り
込
む
計
画
は
、

昭
和
一
八
年
度
に
具
体
化
す
る
。
文
部
省
、
農
林
省
、
北
海
道
庁
の
三
者
に

よ
る
派
遣
要
項
の
決
定
を
受
け
て
、
茨
城
県
は
県
内
の
農
学
校
長
を
集
め
、

派
遣
の
打
合
会
を
開
催
し
た
。
そ
の
結
果
、
水
戸
、
石
岡
、
取
手
、
笠
間
の

四
校
か
ら
二
年
生
六
三
〇
名
を
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
期
間
は
七
月

一
日
か
ら
八
月
一
五
日
ま
で
、
と
な
っ
た
（
昭
和
一
八
年
四
月
九
日
付
）
。 

援
農
二
年
目
の
昭
和
一
九
年
度
、
茨
城
県
に
は
八
三
九
名
が
割
り
当
て
ら

れ
た
。
そ
の
一
部
を
担
っ
た
の
が
大
子
農
林
学
校
の
生
徒
で
あ
る
。
動
員
期

間
は
八
月
一
四
日
か
ら
一
一
月
一
五
日
ま
で
の
三
カ
月
、
派
遣
先
は
上
川
郡

上
富
良
野
村
で
あ
る
。
出
発
の
様
子
は
、
次
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
大
子
農
林
学
校
学
徒
勤
労
挺
身
隊
二
年
生
九
十
四
名
は
臍
を
固
め
て
待
機

中
の
北
海
道
出
撃
の
晴
れ
の
日
が
来
た
十
四
日
薄
暮
時
、
指
揮
者
小
林
、
石

崎
両
教
諭
に
引
率
さ
れ
た
若
き
農
兵
隊
は
武
装
に
身
を
整
へ
て
満
々
の
闘
志

を
眉
字
に
湛
へ
て
歩
武
堂
々
駅
頭
に
繰
出
せ
ば
待
ち
構
へ
た
多
数
町
民
の
温

か
い
老
婆
心
と
激
励
の
情
景
暫
し
樽
川
校
長
か
ら
『
母
校
の
名
誉
に
か
け
た

君
達
の
奮
闘
を
祈
つ
て
ゐ
る
』
と
激
励
の
言
葉
を
贈
る
、
八
十
五
日
間
の
汗

闘
だ
、
必
ず
や
り
抜
く
決
意
は
全
学
徒
の
緊
張
し
た
面
に
ヒ
リ
リ
と
動
く
、

万
歳
の
歓
呼
が
ど
つ
と
湧
い
た
、
午
後
六
時
四
十
九
分
な
つ
か
し
の
郷
を
離

れ
勇
躍
壮
途
に
上
つ
た
」（
昭
和
一
九
年
八
月
一
六
日
付
）
、
と
。 

八
月
一
七
日
、
茨
城
県
か
ら
の
学
徒
勤
労
報
国
隊
一
行
は
無
事
に
目
的
地

に
到
着
し
た
。
そ
の
隊
長
を
務
め
た
結
城
農
学
校
の
岡
野
教
諭
は
、「
目
下
此

の
地
燕
麦
の
刈
入
調
整
、
馬
鈴
薯
の
収
穫
、
野
菜
の
最
盛
期
、
流
石
北
海
道

の
中
心
穀
倉
地
は
こ
れ
よ
り
収
穫
の
黄
金
時
期
と
も
申
す
可
く
…
我
等
学
徒

は
決
戦
下
そ
の
使
命
を
体
し
行
学
一
体
教
学
の
本
領
を
発
揮
し
国
家
の
要
請

に
応
へ
る
覚
悟
に
御
座
候
」（
昭
和
一
九
年
八
月
二
二
日
付
）
、
と
報
告
し
た
。
故

郷
か
ら
遠
く
離
れ
た
初
め
て
の
土
地
、
慣
れ
な
い
生
活
環
境
の
も
と
で
の
過

酷
な
援
農
作
業
が
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
。 

北
海
道
で
の
農
作
業
や
生
活
ぶ
り
を
伝
え
る
記
事
は
、
残
念
な
が
ら
な
い
。

任
務
を
終
え
て
大
子
町
に
戻
っ
た
際
の
様
子
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。「
県

立
大
子
農
林
学
校
二
年
学
徒
勤
労
挺
身
隊
八
十
九
名
は
…
今
夏
八
月
十
五
日

母
校
を
後
に
勇
躍
北
海
道
に
出
動
以
来
三
ケ
月
に
近
い
長
期
に
亘
る
勤
労
増

産
に
日
頃
鍛
へ
た
腕
を
揮
つ
て
異
郷
に
連
日
の
敢
闘
を
続
け
て
ゐ
た
が
そ
の

間
一
名
の
落
伍
者
も
事
故
も
な
く
無
事
任
務
を
完
了
し
て
十
五
日
午
後
零
時

十
分
大
子
駅
着
で
懐
し
の
わ
が
町
の
土
を
踏
ん
だ
（
後
略
）
」（
昭
和
一
九
年
一

一
月
一
九
日
付
）
。
北
海
道
と
い
う
遠
隔
地
か
ら
全
員
無
事
に
帰
還
で
き
た
こ

と
が
い
か
に
大
き
な
喜
び
で
あ
っ
た
か
、
想
像
に
難
く
な
い
。
（
齋
藤
典
生
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