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う　

　

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
Ｊ
Ｒ
ひ
た
ち

野
う
し
く
駅
か
ら
学
園
西
大
通
り
線
を

進
み
、
ひ
た
ち
野
西
近
隣
公
園
と
県
立

牛
久
栄
進
高
等
学
校
の
間
の
右
側
に
見

え
る
鎮
守
の
森 

八
幡
神
社
で
す
。

　

こ
こ
の
住
所
は
、
牛
久
市
東
猯
穴
町

で
す
。「
昔
、
猯ま
み

と
い
う
動
物
が
い
た
か

ら
地
名
に
な
り
ま
し
た
」
と
地
元
の
方

が
言
っ
て
い
ま
し
た
が
さ
て
…
。
日
本

の
集
落
を
み
ま
す
と
新
し
い
住
宅
地
や

団
地
は
別
と
し
て
、
昔
か
ら
の
集
落
に

は
必
ず
お
宮
が
あ
り
、
そ
の
お
宮
に
お

参
り
す
る
こ
と
は
、
そ
の
土
地
の
守
護

神
を
お
守
り
す
る
こ
と
で
し
た
。
つ
ま

り
鎮
守
で
す
。
鎮
守
の
社
に
は
必
ず
森

が
あ
り
、
鎮
守
の
森
が
東
猯
穴
集
落
の

要
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
森

は
一
般
に
水
源
で
あ
り
、
そ
こ
に
人
々

は「
神
様
」を
お
祭
り
し
ま
し
た
。
そ
し

て
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
祭
礼
が

あ
り
ま
す
。
こ
こ
の
八
幡
神
社
の
祭
礼

の
１
つ
に
秋
の
例
祭
が
あ
り
、
毎
年
旧

暦
の
８
月
15
日
、
す
な
わ
ち
今
年
は
９

月
25
日（
火
）午
前
、
境
内
で
奉
納
相
撲

が
神
事
と
し
て
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

　

な
ぜ
8
月
15
日
に
相
撲
が
行
わ
れ

る
の
か
専
門
家
に
聞
き
ま
し
た
。
旧
暦

で
秋
の
最
中
に
行
う
こ
と
は
俗
に
芋
名

月
、
栗
名
月
と
も
言
わ
れ
、
本
来
サ
ト

イ
モ
や
栗
の
よ
う
な
木
の
実
の
収
穫
祭

で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
水
稲
栽
培
に

伴
い
稲
の
収
穫
儀
礼
と
も
結
び
つ
き
、

稲
の
実
り
の
よ
り
豊
か
な
る
を
祈
る
も

の
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
も
う
１
つ

の
理
由
と
し
て
放ほ
う
じ
ょ
う
え

生
会（
奈
良
時
代
か

ら
行
わ
れ
陰
暦
8
月
15

日
八
幡
宮
で
の
祭
礼
儀

式
）
が
行
わ
れ
て
き
た

日
で
も
あ
り
ま
す
。
八

幡
信
仰
の
発
祥
地
と
し

て
知
ら
れ
る
大
分
県

宇
佐
八
幡
宮
で
、
元げ
ん

正し
ょ
う

天
皇
の
養
老
４
年

（
７
２
０
年
）に
宇
佐
八

幡
に
祈
っ
て
隼は

や

と人
を
討

伐
し
ま
し
た
。
こ
の
と

き
八
幡
神
は
、
殺
し
た

隼
人
の
霊
を
慰
め
る
た
め
毎
年
放
生
会

を
託
宣
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
毎
年
旧
８

月
14
日
に
み
こ
し
が
和
間
浜
に
頓
宮
し

渡
御
し
、
25
菩
薩
の
舞
楽
や
六
根
さ
ん

げ
の
行
法
を
行
っ
て
翌
15
日
満
潮
の
時

刻
に
放
生
の
陀だ

ら

に

羅
尼
を
唱
え
つ
つ
魚
や

貝
を
海
中
に
放
っ
て
き
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
八
幡
神
は
怨
お
ん
り
ょ
う霊

を
鎮
め
る
情
け
深
い
神
様
と
の
こ
と
で

す
。
裏
を
返
せ
ば
、
祭
ら
な
け
れ
ば
、

た
た
り
を
す
る
恐
ろ
し
い
神
で
も
あ
り

ま
す
。
こ
の
宇
佐
八
幡
よ
り
奈
良
大
安

寺
の
僧
行
教
に
よ
っ
て
勧
か
ん
じ
ょ
う
請
さ
れ
た
と

い
う
石い
わ
し
み
ず

清
水
八
幡
宮
の
放
生
会
に
相
撲

が
催
さ
れ
、
相
撲
節
会
に
召
さ
れ
た
相

撲
人
全
員
の
奉
仕
が
義
務
付
け
ら
れ
た

と「
長
秋
記
」保
元
元
年（
１
１
５
６
年
）

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。祭
り
に
つ
い
て
、

祭
場
は
聖
地
と
み
な
さ
れ
不
浄
を
嫌

い
、
女
人
立
ち
入
り
の
禁
怨
が
厳
し
く

守
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
祭
り
に

相
撲
を
行
う
の
は
集
落
の
農
作
業
の
締

め
く
く
り
と
相
ま
っ
て
心
身
の
け
が
れ

を
払
う
こ
と
で
あ
り
、収
穫
を
感
謝
し
、

住
ん
で
い
る
地
域
の
平
穏
無
事
と
幸
福

な
生
活
を
神
に
約
束
さ
せ
る
重
要
な
役

目
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。
な
お
、
八
幡

神
社
に
は
境
内
に
、
牛
久
市
民
の
木
第

1
号
ケ
ヤ
キ
、
第
２
号
エ
ノ
キ
が
あ
り

ま
す
。
共
に
４
０
０
年
の
樹
齢
で
大
き

な
枝
ぶ
り
が
見
事
で
す
。

※
相
撲
と
い
う
文
字
は
、
中
国
西
晋
時

代（
２
５
６
年
～
３
１
６
年
）の
と
き

晋
書
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
も
う

と
は
、
中
国
語
の
相
撲
の
音
が
転
じ

た
和
語
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

奉
納
相
撲
の
土
俵

堂々とそびえる市民の木第１号「ケヤキ」




