
‰
y
j
‘
‡お

し
え
て

ふ
な
ば
し

あ
れ
こ
れ

お
し
え
て

ふ
な
ば
し

あ
れ
こ
れ

61



62

二和東二和東・西
三咲三咲
二和東・西
三咲

高根町高根町高根町

古和釜古和釜古和釜

鈴身町鈴身町鈴身町

本中山本中山本中山

藤原藤原藤原

三山三山三山

習志野習志野習志野
薬円台薬円台薬円台

飯山満町飯山満町飯山満町
夏見夏見夏見

海神海神海神

日の出町日の出町日の出町

丸山丸山丸山

‰
y
j
‘
‡お

し
え
て

ふ
な
ば
し

あ
れ
こ
れ

お
し
え
て

ふ
な
ば
し

あ
れ
こ
れ 1

地
名
は
、
土
地
と
人
々
の
か
か
わ
り
を
伝
え
る

「
も
の
言
わ
ぬ
文
化
財
」。

地
名
の
由
来
を
た
ど
る
と
、

そ
の
土
地
の
地
形
や
自
然
現
象
、

出
来
事
、
伝
説
、
ゆ
か
り
の
人
物
な
ど

様
々
な
郷
土
史
が
見
え
て
き
ま
す
。

ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
い
わ
れ
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

全
部
知
っ
て
い
た
ら
か
な
り
の
船
橋
通
で
す
。



古
代
、
海
老
川
は
、
現
在
よ
り
川
幅
が

広
く
、
水
量
も
多
か
っ
た
た
め
、
橋
を
渡

す
の
が
困
難
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
、

川
に
小
さ
な
舟
を
数
珠
つ
な
ぎ
に
並
べ
て

上
に
板
を
渡
し
、
橋
の
代
わ
り
に
し
た
こ

と
か
ら
「
船
橋
」
と
い
う
名
が
つ
き
ま
し

た
。江

戸
時
代
に
は
、
海
老
川
を
挟
ん
で
東

側
で
は
５
の
日
、
西
側
で
は
９
の
日
に
市

が
開
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
五

日
市
村
（
現
宮
本
）、
九
日
市
村
（
現
本

町
・
湊
町
）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
二
つ
に
海
神
村

わ
た
つ
み
む
ら

（
現
在
は
か
い
じ
ん
と

読
む
）
を
加
え
た
と
こ
ろ
を
総
称
し
て
、

船
橋
村
と
か
、
船
橋
宿
と
言
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
地
域
が
明
治
22
年
に
船
橋
町

と
な
り
ま
し
た
。

船
橋

ふ
な
ば
し

昭
和
42
年
に
住
居
表
示
が
実
施
さ
れ

る
ま
で
は
、「
小お

栗
原

ぐ
り
は
ら

」
と
い
う
町
名
で

し
た
。
新
町
名
を
設
定
す
る
際
に
、
市

が
地
域
住
民
と
協
議
し
た
と
こ
ろ
、
こ

の
地
区
は
市
内
で
最
も
東
京
に
近
い
の

で
近
代
的
な
町
名
を
つ
け
る
べ
き
だ
と

い
う
声
が
高
ま
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

発
展
の
目
覚
ま
し
い
下
総
中
山
駅
の
駅

名
に
ル
ー
ツ
を
求
め
、
新
町
名
は
「
中

山
」
に
し
よ
う
と
い
う
案
が
出
ま
し
た
。

し
か
し
、
中
山
と
い
う
町
名
は
隣
の

市
川
市
に
既
に
あ
っ
た
の
で
、
再
度
協

議
を
重
ね
た
と
こ
ろ
、「
中
山
」
は
も
と

も
と
船
橋
に
あ
っ
た
地
名
だ
っ
た
こ
と

か
ら
「
本
当
の
中
山
」
と
い
う
意
味
を

込
め
「
本
中
山
」
と
い
う
町
名
に
落
ち

着
き
ま
し
た
。

藤
原
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
剣
豪
宮

本
武
蔵
と
結
び
つ
け
る
説
が
あ
り
ま
す
。

奥
羽
を
巡
っ
て
常
陸
路
を
江
戸
へ
向
か

う
武
蔵
が
、
こ
の
地
で
父
を
亡
く
し
た

少
年
伊
織
と
め
ぐ
り
会
っ
て
、
荒
野
を

開
拓
。
そ
し
て
こ
の
土
地
に
本
姓
名
で

あ
る
藤
原
玄
信
に
因
ん
で
藤
原
新
田
と

名
付
け
た
と
い
う
も
の
で
す
。
し
か
し
、

藤
原

ふ
じ
わ
ら

本
中
山

も
と
な
か
や
ま

こ
の
説
は
、
行
徳
（
市
川
市
）
周
辺
に

伝
わ
る
武
蔵
伝
説
と
吉
川
英
治
氏
の
小

説
『
宮
本
武
蔵
』
の
内
容
が
混
同
し
た

も
の
で
信
憑
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
ま

す
。こ

の
地
の
開
拓
は
、
行
徳
周
辺
か
ら

移
住
し
た
者
達
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ

れ
ま
し
た
。
そ
の
草
分
け
で
あ
っ
た
鈴

木
政
右
衛
門
と
い
う
人
が
、
検
地
を
受

け
る
た
め
に
鈴
木
家
の
旧
姓
で
あ
る
藤

原
か
ら
と
っ
て
藤
原
新
田
と
名
付
け
た

と
い
う
説
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

丸
山
の
地
名
は
、
馬
込
沢
の
あ
た
り

か
ら
見
る
と
、
丸
い
山
の
よ
う
に
見
え

る
の
で
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

丸
山

ま
る
や
ま

地
図
を
見
る
と
、
丸
山
は
鎌
ヶ
谷
市

の
中
に
飛
び
地
と
な
っ
て
い
る
の
が
わ

か
り
ま
す
。
そ
の
い
き
さ
つ
は
江
戸
時

代
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
初
期
、
丸
山
は
草
原
と
林

の
台
地
で
、
や
が
て
開
墾
さ
れ
、
延
宝

年
間
に
丸
山
新
田
と
な
り
ま
し
た
。
一

方
、
丸
山
の
台
地
を
囲
む
水
田
地
帯
は

道
野
辺
と
い
い
、
起
源
が
は
っ
き
り
し

な
い
ほ
ど
古
く
か
ら
あ
る
村
で
し
た
。

時
は
移
り
明
治
22
年
、
い
く
つ
か
の

村
を
統
合
し
て
新
し
い
町
村
を
作
っ
た

時
、
丸
山
は
新
田
成
立
の
時
か
ら
つ
な

が
り
の
あ
る
上
山
、
藤
原
と
同
じ
法
典

村
と
な
り
、
昭
和
12
年
に
船
橋
市
の
一

画
と
な
り
ま
し
た
。
道
野
辺
は
鎌
ヶ
谷

村
に
入
り
、
や
が
て
市
へ
と
発
展
し
ま

し
た
。

西
部
地
区

市
名

武蔵が修行したという藤原堂

欄干に「船橋地名発祥の地」と印された
海老川橋（別名「長寿の橋」）

上空から見た丸山の全景（昭和37年）。右下が馬込沢駅



（
習
し
）
を
す
る
野
と
い
う
意
味
で
付
け
ら

れ
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
一
説
で
は
、
演

習
の
指
揮
ぶ
り
が
見
事
だ
っ
た
篠
原
少
将

に
習
え
（「
篠
原
に
習
え
」）
と
い
う
意
味

で
付
け
ら
れ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

演
習
場
の
一
部
は
現
在
、
陸
上
自
衛
隊

習
志
野
駐
屯
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
、
こ
の
辺
り
は
幕
府
の
広
大

な
野
馬
放
牧
場
で
し
た
。
明
治
時
代
に
入

る
と
、
失
業
者
対
策
と
し
て
こ
の
馬
牧
場

を
開
墾
す
る
政
策
が
政
府
に
よ
っ
て
打
ち

出
さ
れ
ま
し
た
。

開
墾
地
に
は
入
植
し
た
順
に
初
富
以
下

二
和
東

ふ
た
わ
ひ
が
し

・
二
和
西

ふ
た
わ
に
し

・
三
咲

み
さ
き

三
山
に
あ
る
二
宮
神
社
は
、
当
地
方
有

数
の
古
社
で
、
そ
の
森
は
水
の
聖
地
を
囲

む
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
森
を
敬
い
「
神

の
御
山
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
転
じ
て
「
三

山
」
と
な
っ
た
と
い
う
説
が
、
語
源
と
し

て
有
力
で
す
。

こ
の
地
で
有
名
な
の
は「
三
山
七
年
祭
」。

こ
れ
は
室
町
時
代
に
始
ま
り
丑
年
と
未
年

に
執
り
行
わ
れ
る
大
祭
で
、
近
隣
各
市
の

９
つ
の
神
社
か
ら
二
宮
神
社
を
目
指
し
て

み
こ
し
が
繰
り
出
さ
れ
ま
す
。

三
山

み
や
ま

８
代
将
軍
吉
宗
の
時
代
、
こ
の
地
に
幕

府
直
轄
の
薬
草
園
が
開
か
れ
た
こ
と
か
ら

名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
薬
草
園
で
は
、
朝

鮮
人
参
、
黄
連
お
う
れ
ん

な
ど
が
栽
培
さ
れ
て
い
た

も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
詳
し
い

こ
と
は
殆
ど
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

昭
和
48
年
に
住
居
表
示
が
実
施
さ
れ

「
薬
園
台
」
か
ら
「
薬
円
台
」
に
変
わ
り
ま

し
た
が
、
駅
名
や
学
校
名
に
旧
名
が
残
っ

て
い
ま
す
。

「
い
い
や
ま
み
つ
る
」
と
人
名
の
よ
う

に
間
違
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
難
読
地

名
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

そ
の
由
来
は
、
こ
の
地
が
山
や
台
地
の

間
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
地
形
を
意
味
す
る
「
は
ざ
ま
」

に
米
（
飯
）
が
山
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
と

れ
る
よ
う
に
と
の
願
い
を
込
め
て
、
当
て

字
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
有

力
で
す
。

明
治
６
年
、
こ
の
辺
り
の
旧
陸
軍
駐
屯

地
で
明
治
天
皇
の
統
監
の
も
と
、
近
衛
兵

の
演
習
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
こ

の
演
習
地
を
「
習
志
野
ノ
原
」
と
す
る
勅

命
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

「
習
志
野
」
の
由
来
は
、
軍
隊
の
操
練

習
志
野

な
ら
し
の

飯
山
満
町

は
さ
ま
ち
ょ
う

薬
園
台

や
く
え
ん
だ
い

の
地
名
が
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、

千
葉
県
北
西
部
に
は
、
数
字
や
佳
字
を
組

み
合
わ
せ
た
地
名
が
あ
り
ま
す
。

※
（

）
内
は
現
在
の
市
町
村
域

初
富
（
鎌
ヶ
谷
市
）、
二
和
・
三
咲
（
船
橋

市
）、
豊
四
季
（
柏
市
）、
五
香
・
六
実

（
松
戸
市
）、
七
栄
（
富
里
市
）、
八
街
（
八

街
市
）、
九
美
上
（
佐
倉
市
）、
十
倉
（
富

里
市
）、
十
余
一
（
白
井
市
）、
十
余
二

（
柏
市
）、
十
余
三
（
成
田
市
・
多
古
町
）

し
か
し
、
開
墾
が
始
ま
っ
た
も
の
の
、

水
の
便
や
地
質
が
悪
い
な
ど
、
入
植
者
の

生
活
は
過
酷
で
、
４
年
も
た
た
な
い
う
ち

に
入
植
者
の
４
分
の
１
以
上
が
開
墾
地
を

去
り
ま
し
た
。
二
和
・
三
咲
地
区
で
は
、

わ
ず
か
に
残
っ
た
人
と
周
辺
の
村
か
ら
移

住
し
た
人
の
頑
張
り
で
、
今
日
ま
で
続
く

畑
作
地
帯
が
築
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

二
和
地
区
は
、
昭
和
56
年
に
住
居
表
示

が
実
施
さ
れ
た
際
に
、
町
域
が
東
と
西
に

分
け
ら
れ
ま
し
た
。

北
部
地
区

東
部
地
区

習志野演習場の様子（大正4年）

昭和43年に行われた二和開墾百年祭

平成15年に行われた七年祭

64



い
た
と
い
う
口
伝
が
あ
り
ま
す
。「
釜
」
は

穴
、
く
ぼ
地
の
意
味
で
、
こ
の
地
の
小
字

の
三
つ
ま
た
に
あ
る
く
ぼ
地
の
地
形
が
そ

れ
に
当
て
は
ま
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
組
み

合
わ
せ
て
町
名
が
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

町
は
伊
勢
神
宮
の
神
領
や
千
葉
氏
の
領

地
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
江
戸
末
期
は
幕
府
の
天
領
と
松

平
氏
の
領
地
で
村
高
一
一
八
石
で
し
た
。

こ
の
地
が
周
辺
地
域
の
中
で
最
も
高
台

に
位
置
し
て
い
た
こ
と
か
ら
「
高
嶺
」
と

呼
ば
れ
、
そ
れ
が
転
じ
て
高
根
と
な
っ
た

と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。
船
橋
大
神
宮
所

蔵
の
古
文
書
の
中
に
「
た
か
ね
郷
」
と
あ

る
の
が
こ
の
地
名
が
書
か
れ
た
最
古
の
文

献
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
48
年
の
住
居
表
示
の
実
施
に
伴
い
、

町
域
の
３
分
の
１
強
が
高
根
台
、
緑
台
、

新
高
根
、
芝
山
、
金
杉
に
分
離
し
ま
し
た
。

昔
、
船
橋
大
神
宮
が
こ
の
地
に
あ
っ
た

こ
ろ
は
、
前
面
が
海
岸
と
な
っ
て
お
り
、

そ
こ
に
磯
菜
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
た
そ

う
で
す
。
そ
れ
を
里
人
が
摘
ん
で
同
神
社

夏
見

な
つ
み

高
根
町

た
か
ね
ち
ょ
う

鈴
身
町
は
以
前
「
行
々
林

お
ど
ろ
ば
や
し

」
と
い
う
地

名
で
し
た
。
昔
は
草
木
が
よ
く
茂
っ
た
所

で
、
行
け
ど
も
行
け
ど
も
林
が
続
き
、「
こ

れ
は
驚
い
た
」
と
い
う
話
か
ら
付
い
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
う
っ
そ
う
と
し
た

林
が
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
こ
と
か
ら
付
い

た
と
い
う
説
が
有
力
で
す
。「
お
ど
ろ
」
に

「
行
々
」
の
字
を
当
て
た
の
は
「
ぎ
ょ
う
ぎ

ょ
う
」
が
驚
く
、
あ
る
い
は
お
ど
ろ
お
ど

ろ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

昭
和
30
年
に
豊
富
村
が
船
橋
市
に
合
併

す
る
際
に
、
鎮
守
の
鈴
身
神
社
に
ち
な
ん

で
「
鈴
身
町
」
と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

「
古
和
」
に
つ
い
て
は
こ
の
地
の
先
祖

が
奈
良
県
大
和
の
古
和
の
出
身
だ
か
ら
つ

古
和
釜

こ
わ
が
ま

鈴
身
町

す
ず
み
ち
ょ
う

へ
供
え
た
の
で
「
菜
摘
み
の
里
」
と
い
わ

れ
、
そ
れ
が
な
ま
っ
て
「
夏
見
」
に
な
っ

た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
景
行
天
皇
が
こ
の
地
を
訪
れ
た

際
に
、
菜
摘
み
を
し
て
い
た
里
人
に
地
名

を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
里
人
は
都
の
言
葉
が

わ
か
ら
ず
、
今
菜
を
摘
ん
で
い
る
と
い
う

意
味
で
「
な
つ
み
」
と
答
え
た
こ
と
か
ら

「
夏
見
」
と
い
う
地
名
に
な
っ
た
と
い
う
伝

説
も
あ
り
ま
す
。

海
神
の
由
来
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な

伝
説
が
あ
り
ま
す
。

｜
日
本
武
尊
が
こ
の
地
に
賊
徒
平
定
に

海
神

か
い
じ
ん

や
っ
て
来
た
と
き
に
、
海
上
に
光
り
輝
く

舟
が
あ
り
、
近
づ
い
て
み
る
と
柱
に
神
鏡

が
か
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
浜
に
持
ち
帰

っ
て
祀
っ
た
場
所
が
海
神
で
あ
る

｜

た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
伝
説
で

す
。
こ
の
地
の
神
社
に
は
、
昔
か
ら
海
の

神
を
祀
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
自

然
と
地
名
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

日
の
出
は
昭
和
35
年
に
公
有
水
面
埋
め

立
て
事
業
に
よ
っ
て
誕
生
し
ま
し
た
。
当

時
は
、
こ
の
埋
め
立
て
地
の
東
側
一
帯
を

は
じ
め
習
志
野
、
千
葉
両
市
の
海
面
が
埋

め
立
て
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
地
か

ら
海
面
の
上
に
昇
る
朝
日
が
よ
く
見
え
ま

し
た
。
こ
の
た
め
、
威
勢
が
よ
い
上
に
、

工
業
地
域
の
発
展
を
象
徴
し
て
い
る
、
と

い
う
理
由
か
ら
「
日
の
出
」
が
地
名
と
な

り
ま
し
た
。

日ひ

の
出で

南
部
地
区

郷土史伝承 おしえて ふなばし あれこれ 地名の由来

昭和43年の日の出町。右にあるのは湊中学校

昭和47年の鈴身町。のどかな風景は今も残されています
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北総線北総線北総線

野田線野田線野田線
新京成線新京成線新京成線

京葉線京葉線京葉線

武蔵野線武蔵野線武蔵野線

東葉高速線東葉高速線東葉高速線

総武線総武線総武線東西線東西線東西線
京成京成本線京成本線

船
橋
市
内
を
縦
横
無
尽
に
走
る
９
本
も
の

鉄
道
路
線
。
市
民
生
活
や
都
市
機
能
を
支
え
、

船
橋
市
は
も
と
よ
り
首
都
圏
の
主
要
な
ル
ー

ト
と
と
し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
歴
史
や
謎
に
つ
い
て
は
意

外
と
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
地
域
の
鉄
道
の

成
り
立
ち
を
探
る
こ
と
で
、
船
橋
市
の
歴
史

を
違
う
角
度
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

‰
y
j
‘
‡お

し
え
て

ふ
な
ば
し

あ
れ
こ
れ

お
し
え
て

ふ
な
ば
し

あ
れ
こ
れ 2

海老川を渡るＳＬ（昭和40年代）

縦
横
無
尽
の
鉄
道
網

そ
の
歴
史
を
紐
解
く
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明
治
21
年
に
総
武
鉄
道
会
社
が
創
立
。

27
年
７
月
に
市
川
〜
佐
倉
間
が
千
葉
県

内
で
最
初
の
鉄
道
路
線
と
し
て
開
通
し

ま
し
た
。
当
初
の
駅
は
、
市
川
・
船

橋
・
千
葉
・
佐
倉
の
４
駅
。
船
橋
駅
が

設
置
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
船
橋
が
当

時
か
ら
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

千
葉
県
の
鉄
道
開
発
は
、
関
東
で
最

も
遅
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
千
葉

県
は
四
方
を
海
と
川
に
囲
ま
れ
て
、
水
上
交

通
が
発
達
し
て
い
る
の
で
鉄
道
は
不
要
」
と

い
う
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
総

武
鉄
道
は
、
当
時
主
流
で
あ
っ
た
利
根
水
運

と
の
競
合
を
避
け
る
た
め
、
市
川
〜
佐
倉
間

の
路
線
を
計
画
し
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
ル
ー

ト
は
、
陸
軍
駐
屯
地
付
近
を
通
過
し
軍
事
的

に
も
有
益
と
の
判
断
か
ら
軌
道
敷
設
の
許
可

が
下
り
、
開
通
に
至
り
ま
し
た
。

明
治
30
年
に
な
る
と
、
銚
子
ま
で
の
全
線

が
開
通
し
、
さ
ら
に
佐
倉
で
成
田
鉄
道
と
の

連
絡
が
実
現
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
成
田

に
参
拝
す
る
人
が
、
人
力
車
や
馬
車
で
は
な

く
汽
車
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
成
田
街

道
最
大
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
て
い
た
船
橋

か
ら
宿
泊
客
が
激
減
し
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
船
橋
は
一
時
か
な
り
さ
び
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
も
有
し
て

い
た
地
方
商
業
都
市
と
し
て
の
機
能
を
充
実

さ
せ
る
こ
と
で
、
間
も
な
く
苦
境
を
乗
り
き

り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
明
治
40
年
に
国
防
的
見
地

か
ら
国
有
化
さ
れ
ま
し
た
。
同
時
に
施

設
の
近
代
化
も
進
み
、
41
年
に
両
国
〜

千
葉
間
の
複
線
化
が
完
成
。
そ
れ
に
加

え
て
、
電
化
工
事
も
進
み
、
昭
和
10
年

に
千
葉
ま
で
が
電
化
さ
れ
ま
し
た
。
ス

ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
と
運
転
本
数
の
増
加
が

実
現
し
た
こ
と
に
よ
り
、
職
場
は
東
京

で
、
家
は
船
橋
と
い
う
現
在
に
続
く
東

京
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
が
始
ま
り
、
船
橋
に

人
口
の
増
加
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

戦
後
も
県
内
で
群
を
抜
い
た
輸
送
力
を
も

つ
路
線
と
し
て
発
展
を
続
け
ま
し
た
。
昭
和

62
年
か
ら
は
Ｊ
Ｒ
東
日
本
と
な
り
現
在
に
至

っ
て
い
ま
す
。

東
京
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
の
始
ま
り

宿
場
町
か
ら
商
業
都
市
へ

千
葉
県
初
の
鉄
道
路
線

京
成
電
鉄
は
そ
の
名
が
示
す
と
お
り
東
京

と
成
田
を
結
ぶ
成
田
山
詣
で
の
路
線
と
し
て

計
画
さ
れ
、
明
治
42
年
に
京
成
電
気
軌
道
と

し
て
創
立
し
ま
し
た
（
昭
和
20
年
に
社
名
を

京
成
電
鉄
に
変
更
）。

大
正
元
年
に
押
上
〜
江
戸
川
間
と
曲
金

（
現
京
成
高
砂
）
〜
柴
又
間
が
開
通
。
大
正
５

年
に
船
橋
へ
開
通
し
た
こ
と
に
よ
り
、
京
成

線
の
利
用
客
は
飛
躍
的
に
増
加
し
ま
し
た
。

京
成
線
は
、
本
数
が
多
く
、
運
賃
も
国
鉄
よ

り
安
か
っ
た
た
め
、
千
葉
方
面
の
住
民
か
ら

も
延
長
の
要
請
が
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
当
初
の
成
田
ま
で
の
路
線
計
画
を

後
回
し
に
し
て
、
千
葉
線
を
優
先
し
、
大
正

10
年
に
京
成
船
橋
〜
京
成
千
葉
間
が
開
通
し

ま
し
た
。
成
田
へ
の
開
通
は
、
大
正
15
年
で

し
た
。

京
成
線
は
総
武
線
よ
り
海
側
を
走
っ
て
い

る
た
め
、
開
通
に
よ
っ
て
東
京
の
下
町
か
ら

の
潮
干
狩
り
客
や
海
水
浴
客
が
増
え
、
船
橋

海
岸
は
行
楽
地
と
し
て
に
ぎ
わ
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

軌
道
敷
設
の
申
請
時
は
、
京
成
船
橋

駅
は
総
武
鉄
道
船
橋
駅
（
現
Ｊ
Ｒ
船
橋

駅
）
の
北
側
に
で
き
る
予
定
で
し
た
が
、

市
街
地
の
中
心
を
外
れ
て
し
ま
う
た
め
、

現
在
の
ル
ー
ト
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
京
成
船
橋
駅
以
東
は
、
船
橋

市
街
を
ま
っ
す
ぐ
東
に
進
む
予
定
で
し

た
が
、
地
元
住
民
か
ら
の
反
対
が
あ
り
、
海

老
川
沿
い
の
水
田
地
帯
を
急
カ
ー
ブ
し
な
が

ら
通
過
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
極
端
な

Ｓ
字
カ
ー
ブ
の
線
路
は
、
こ
れ
ら
が
原
因
と

な
っ
て
い
ま
す
。

昭
和
58
年
度
よ
り
海
神
駅
〜
船
橋
競

馬
場
駅
間
の
立
体
交
差
化
事
業
が
進
め

ら
れ
、
平
成
18
年
に
上
下
線
と
も
に
高

架
線
に
よ
る
運
行
を
開
始
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
長
い
間
、
人
や
車
の
流

れ
を
遮
り
、
船
橋
名
物
と
言
わ
れ
た
16

ヶ
所
の
「
開
か
ず
の
踏
切
」
が
な
く
な

り
ま
し
た
。
今
後
、
高
架
脇
に
側
道
が

整
備
さ
れ
、
市
街
地
の
更
な
る
活
性
化

が
図
ら
れ
ま
す
。

23
年
の
歳
月
を
経
て

高
架
化
が
実
現

船
橋
駅
付
近
で

カ
ー
ブ
が
多
い
理
由
は
？

船
橋
海
岸
は
お
お
に
ぎ
わ
い

J R東日本 総武線

京成電鉄 京成本線

昭和初期の京成船橋駅

昭和43年の国鉄船橋駅南口
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野
田
線
は
、
野
田
か
ら
国
鉄
常
磐
線
柏
へ
連
絡
す

る
県
営
鉄
道
と
し
て
開
業
し
ま
し
た
。

東
武
鉄
道
の
前
身
北
総
鉄
道
（
現
在
の
北
総
鉄
道

㈱
と
は
別
会
社
）
は
東

地
域
の
公
益
事
業
の
整
備

促
進
の
た
め
に
大
正
11
年
に
創
立
。
12
年
に
柏
〜
野

田
町
間
を
県
か
ら
払
い
下
げ
営
業
を
開
始
し
、
同
年

に
船
橋
〜
柏
間
も
開
通
し
ま
し
た
。
当
初
は
全
線
が

汽
車
で
、
船
橋
〜
柏
間
を
１
日
５
往
復
、
片
道
１
時

間
を
か
け
て
運
行
し
て
い
ま
し
た
。

昭
和
４
年
に
路
線
が
大
宮
ま
で
延
び
た
こ
と
か

ら
、
社
名
を
総
武
鉄
道
（
総
武
本
線
を
敷
設
し
た
総
武
鉄
道

と
は
無
関
係
）
に

改
称
。
さ
ら
に
、

昭
和
19
年
に
国
策

に
よ
り
東
武
鉄
道

に
合
併
さ
れ
ま
し

た
。野

田
線
の
開
通

に
よ
り
、
東

内
陸

部
か
ら
船
橋
へ
の

人
の
流
れ
が
生
ま

れ
、
船
橋
に
活
気

を
も
た
ら
す
要
因

の
ひ
と
つ
と
な
り

ま
し
た
。

大
正
14
年
に
北
総
鉄
道
船
橋
駅
と
京
成
電
気
軌
道
海
神
駅

の
間
に
貨
物
線
が
敷
設
さ
れ
ま
し
た
。
京
成
電
気
軌
道
と
の

直
接
連
絡
を
図
る
た
め
、
昭
和
４
年
に
旅
客
輸
送
を
開
始
し

ま
し
た
が
、
利
用
客
が
少
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
昭
和
９

年
に
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
道
路
と
な
っ
て
い
ま
す
。

船
橋
〜
海
神
間
に
路
線
が
存
在
し
た
!?

船
橋
〜
大
宮
間
を
結
ぶ
東
京
の
外
環
状
線

新
京
成
電
鉄
は
、
千
葉
県
西
北

部
の
沿
線
開
発
を
目
的
に
、
旧
日

本
陸
軍
鉄
道
連
隊
か
ら
線
路
の
払

い
下
げ
を
受
け
て
昭
和
21
年
に
設

立
。
昭
和
30
年
に
新
津
田
沼
〜
松

戸
ま
で
の
全
線
が
開
通
し
ま
し
た
。

昭
和
30
年
代
に
、
前
原
団
地
、

高
根
台
団
地
な
ど
が
次
々
と
造
成

さ
れ
る
と
、
沿
線
の
急
激
な
都
市

化
が
進
み
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

複
線
化
や
車
両
増
加
な
ど
の
設
備
強
化

が
進
み
、
開
通
当
初
に
見
ら
れ
た
田
園

の
中
を
１
両
の
木
造
電
車
が
走
る
景
観

は
、
こ
の
時
期
に
変
貌
し
ま
し
た
。

新
京
成
線
を
地
図
で
見
る
と
、

ぐ
ね
ぐ
ね
と
曲
が
っ
て
い
る
の
が

わ
か
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
旧
日
本
陸
軍
鉄
道
連

隊
が
演
習
の
た
め
に
線
路
を
敷
設

す
る
際
に
、
あ
る
一
定
の
距
離
以

上
の
路
線
を
敷
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
規
定
に
沿
う
よ
う
、

故
意
に
路
線
を
蛇
行
さ
せ
距
離
を

確
保
し
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て

い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
新
津
田
沼
〜
松
戸
間
を

直
線
距
離
で
結
べ
ば
15
・
８
km
で
す
が
、

路
線
の
距
離
は
26
・
５
km
あ
り
ま
す
。

曲
が
り
く
ね
っ
た
線
路

下
総
台
地
の
パ
イ
オ
ニ
ア

昭
和
41
年
に
千
葉
県
に
よ
っ
て
千
葉

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
構
想
が
発
表
さ
れ
た
こ

と
を
受
け
、
都
営
浅
草
線
を
延
伸

し
、
京
成
高
砂
〜
小
室
ま
で
の
新

ル
ー
ト
が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。

京
成
電
鉄
、
千
葉
県
、
住
宅
・

都
市
整
備
公
団
（
現
都
市
再
生
機

構
）
等
が
出
資
し
、
昭
和
47
年
に

北
総
開
発
鉄
道
㈱
が
設
立
。
昭
和

54
年
に
、
北
初
富
〜
小
室
間
で
開

業
し
ま
し
た
。
平
成
３
年
に
京
成

高
砂
ま
で
開
通
す
る
と
、
都
営
浅

草
線
と
京
浜
急
行
線
へ
の
乗
り
入

れ
が
始
ま
り
、
都
心
へ
の
直
結
が

実
現
し
ま
し
た
。
平
成
12
年
に
は
京
成

高
砂
〜
印
旛
日
本
医
大
間
の
現
在
の
路

線
が
開
通
し
て
い
ま
す
。

北
総
線
の
開
通
と
と
も
に
、
千

葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
先
陣
を
切
っ

て
小
室
地
区
の
売
り
出
し
が
始
ま

り
ま
し
た
。
当
時
の
募
集
チ
ラ
シ

に
は
「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
新
交
通

体
系
」
と
い
う
見
出
し
が
見
ら
れ
、

都
心
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
良
さ
を
強

調
し
て
い
ま
す
。

開
発
が
進
む
と
、
一
面
に
広
が

っ
て
い
た
田
園
風
景
が
、
市
街
地

へ
と
急
速
に
変
貌
し
ま
し
た
。

小
室
地
区
の
風
景
が
一
変

千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
構
想
を
受
け

東 武 鉄 道  野 田 線

新京成電鉄 新京成線

北 総 鉄 道 北 総 線

昭和55年の小室駅

前原東を走る新京成（昭和33年）

昭和37年の馬込沢駅
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東
西
線
は
、
昭

和
39
年
に
高
田
馬

場
〜
九
段
下
間
で

開
業
し
ま
し
た
。

総
武
線
の
混
雑

緩
和
と
都
心
へ
の

時
間
短
縮
を
目
的

に
昭
和
44
年
に
西

船
橋
駅
ま
で
の
延

長
が
実
現
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
「
地
下
鉄
」
と
は

言
う
も
の
の
、
船
橋
市
内
の
線
路
は
全
て
地
上
を
走

っ
て
い
ま
す
。

都
心
へ
の

新
た
な
足
と
し
て

千
葉
県
・
船
橋
市
・
八
千
代

市
・
私
鉄
な
ど
が
共
同
出
資
し
て
、

昭
和
56
年
に
設
立
。
平
成
８
年
に

西
船
橋
〜
東
葉
勝
田
台
間
が
市
内

９
番
目
の
鉄
道
と
し
て
開
業
し
ま

し
た
。
東
葉
勝
田
台
駅
か
ら
八
千

代
市
・
船
橋
市
の
中
央
部
を
東
西

に
横
断
し
、
東
西
線
を
経
由
し
て

都
心
ま
で
ダ
イ
レ
ク
ト
に
結
ん
で

い
ま
す
。

東
葉
勝
田
台
駅
か
ら
西
船
橋
駅

ま
で
全
長
16
・
２
km
、
全
駅
に
車

い
す
対
応
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
や

ト
イ
レ
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
バ
リ

ア
フ
リ
ー
を
重
ん
じ
た
、
環
境
と

安
全
に
配
慮
し
た
鉄
道
で
す
。

船
橋
日
大
前
駅
は
平
成
９
年
に

関
東
の
駅
百
選
に
選
ば
れ
て
い
ま

す
。
日
本
大
学
理
工
学
部
の
教
授

と
学
生
が
デ
ザ
イ
ン
し
、
学
園
都

市
に
ふ
さ
わ
し
い
、
柱
が
な
く
未

来
空
間
を
構
成
し
て
い
る
点
が
評

価
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
こ
の
駅
を

中
心
に
大
規
模
な
区
画
整
理
事
業

が
行
わ
れ
、
環
境
共
生
型
の
新
し

い
街
が
誕
生
し
ま
し
た
。

関
東
の
駅
百
選

環
境
と
安
全
に
配
慮

京
葉
線
は
、
当
初
、
川
崎
市
塩
浜
〜
品
川

埠
頭
〜
西
船
橋
〜
蘇
我
間
を
結
ぶ
105
km
の
臨

海
貨
物
路
線
と
し
て
計
画
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
京
葉
線
沿
線
が
東
京
湾
の
ウ
ォ
ー
タ

ー
フ
ロ
ン
ト
計
画
区
域
と
な
り
、
旅
客
輸
送

が
計
画
に
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
61
年
に
西
船
橋
〜
千
葉
み
な
と
間
で

開
業
。
昭
和
63
年
に
は
蘇
我
ま
で
、
平
成
２

年
に
は
東
京
ま
で
開
通
し
ま
し
た
。
東
京
か

ら
千
葉
（
蘇
我
）
ま
で
総
武
線
の
バ
イ
パ
ス

的
な
役
割
を
果
た
す
路
線
と
な
っ
て
い
ま
す
。

南
船
橋
駅
周
辺
は
、
大
型
商
業
施
設
が
立

ち
並
び
、
関
東
を
代
表
す
る
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

ゾ
ー
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
計
画

武
蔵
野
線
は
、
当
初
、
貨
物
列
車
が
都
心

を
走
ら
な
い
で
通
過
で
き
る
よ
う
に
貨
物
専

用
線
と
し
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
し
た
が
、

沿
線
の
開
発
に
伴
っ
て
旅
客
事
業
も
行
う
よ

う
に
計
画
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
48
年
に
府
中
本
町
〜
新
松
戸
間
で
開

業
。
小
金
線
と
し
て
建
設
さ
れ
て
い
た
新
松

戸
〜
西
船
橋
間
も
昭
和
53
年
に
武
蔵
野
線
と

し
て
開
業
し
ま
し
た
。
総
距
離
71
・
８
km
で

全
線
を
通
じ
て
踏
切
は
あ
り
ま
せ
ん
。

船
橋
法
典
駅
は
、
Ｊ
Ｒ
A
中
山
競
馬
場
へ

の
最
寄
り
駅
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
西
船
橋
よ

り
に
競
馬
場
の
た
め
の
専
用
改
札
口
が
あ
り

ま
す
。

貨
物
専
用
線
と
し
て
計
画

東京メトロ 東西線

JR東日本 京葉線

東葉高速鉄道 東葉高速線

JR東日本 武蔵野線

西船橋駅で行われた開通式（昭和44年）

現在の南船橋駅周辺

斬新なデザインの船橋日大前駅（平成8年）
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船橋は江戸時代から何本もの街道が通る

交通の要所だった

旅人が遠くの目的地を目指し、通った街道ー

憩いを求める人、それをもてなす人

そこは、人と人との出会いにあふれ

ふれあいの心が息づいていた　

江
戸
時
代
は
正
式
に
は
「
佐
倉
道
」
で
し
た
が

一
般
に
は
「
成
田
道
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
江
戸
後
期
に
成
田
不
動
尊
の
人
気
が
上
が
る

と
、
参
拝
客
で
交
通
量
が
増
加
。
江
戸
か
ら
の
参

拝
客
の
多
く
は
、
船
橋
宿
で
一
泊
し
、
翌
朝
出
発

し
て
こ
の
道
を
通
り
ま
し
た
。

明
治
時
代
に
は
、
参
拝
客
が
人
力
車
を
並
べ
て

行
く
様
子
が
一
つ
の
名
物
と
な
り
ま
し
た
。
明
治

30
年
代
に
な
る
と
鉄
道
で
成
田
へ
行
け
る
よ
う
に

な
っ
た
た
め
参
拝
客
は
減
り
ま
し
た
が
、
産
業
道

路
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
ま
た
、
習
志
野
演
習
場

へ
向
か
う
軍
人
が
通
る
道
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

現
在
の
成
田
街
道
も
、
産
業
道
路
と
し
て
交
通

量
の
非
常
に
多
い
道
で
あ
り
、
住
宅
や
店
舗
が
建

ち
並
ん
で
い
ま
す
が
、
街
道
の
周
辺
に
は
多
く
の

史
跡
や
文
化
財
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

徳
川
家
康
が
東
金
で
鷹
狩
り
を
す
る
た
め
、
船

橋
か
ら
東
金
ま
で
一
直
線
の
街
道
の
造
成
を
佐
倉

城
主
土
井
利
勝
に
命
じ
ま
し
た
。
土
井
氏
は
、
道

沿
い
に
あ
た
る
村
の
人
々
を
動
員
し
、
家
康
の
遊

猟
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め
、
た
い
へ
ん
な
突
貫
工

事
で
街
道
を
完
成
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、「
一
夜
街
道
」「
権
現
街
道
」
な

ど
と
呼
ば
れ
た
と
い
い
ま
す
。

東
金
遊
猟
は
家
光
の
代
ま
で
続
き
、
17
年
の
間

に
計
14
回
行
わ
れ
ま
し
た
。
将
軍
や
大
御
所
が
お

通
り
に
な
る
＝
御
成
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、

御
成

お
な
り

街
道
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

東
金
街
道
の
起
点
に
つ
い
て
は
、
①
船
橋
大
神

宮
西
下
　
②
西
向
地
蔵
　
③
船
橋
御
殿
　
④
成
田

街
道
と
の
分
岐
点
（
前
原
）
と
い
う
４
つ
の
説
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
根
拠
が
あ
り
、
意
見
の

分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

‰
y
j
‘
‡お

し
え
て

ふ
な
ば
し

あ
れ
こ
れ

お
し
え
て

ふ
な
ば
し

あ
れ
こ
れ 3

［右］「成田山道」の道標。明治12年
成田山の信徒たちによって、東金街
道と成田街道が分岐する地点に建て
られた
［下］昭和31年の前原東4丁目付近。
自動車の通行はまだ少ない

［右］船橋御殿跡・東照宮（本
町4）。江戸時代には船橋御殿
があり、家康が東金遊猟の際
に泊まった。御殿は、4代将軍
家綱の時代に廃され、現在は
小さな東照宮が建っている
［下］昭和32年の県立船橋高等
学校付近。歩車道の区別がな
く、自動車の通行も少ない

70



行
徳
（
市
川
市
）
と
海
神
を
結
ぶ
わ
ず
か
７
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
足
ら
ず
の
行
徳
街
道
は
、
江
戸
前
期
、

行
徳
の
塩
を
江
戸
に
運
ぶ
こ
と
を
目
的
に
行
徳
・

江
戸
間
で
発
達
し
た
水
運
と
の
関
連
で
整
備
さ
れ

ま
し
た
。

江
戸
後
期
か
ら
は
西
海
神
浜
で
も
塩
田
が
営
ま

れ
、
塩
浜
と
塩
焼
き
の
風
景
が
こ
の
街
道
の
名
物

で
し
た
。
江
戸
か
ら
成
田
山
や
上
総
・
安
房
方
面

に
向
か
う
際
に
、
日
本
橋
か
ら
船
で
行
徳
ま
で
来

て
、
こ
の
街
道
を
利
用
す
る
人
も
多
か
っ
た
た
め
、

明
治
の
前
半
に
か
け
て
は
大
い
に
に
ぎ
わ
い
ま
し

た
。
明
治
27
年
に
総
武
鉄
道
が
開
通
す
る
と
、
行

徳
街
道
を
利
用
す
る
旅
人
は
激
減
し
ま
し
た
。

現
在
は
、
京
葉
道
路
や
区
画
整
理
の
直
線
道
路

で
寸
断
さ
れ
、
当
時
の
面
影
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て

い
ま
せ
ん
。

［右］街道沿いの上山神明宮境
内にあるスダジイは船橋の巨
木のひとつ
［下］昭和37年の東武野田線の
踏切付近。道はまだ舗装され
ていなかった。人家が少なく、
木立が繁っていた

江
戸
時
代
、
江
戸
か
ら
銚
子
や
鹿
島
方
面
に
向

か
う
人
が
通
っ
た
こ
と
か
ら「
銚
子
道
」「
鹿
島
道
」

な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
貞
享
４
年
に
松
尾

芭
蕉
が『
鹿
島
紀
行
』の
旅
で
通
っ
た
こ
と
で
知

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
船
橋
市
域
の
こ

と
を
詠
ん
だ
句
な
ど
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
銚
子
や
霞
ヶ
浦
か
ら
江
戸
ま
で
の
鮮
魚

運
送
に
利
用
し
た
た
め
、「
生
街
道

な
ま
か
い
ど
う

」
と
も
呼
ば

れ
て
い
ま
し
た
。

明
治
42
年
に
は
、
人
間
が
２
、
３
人
で
押
し
て

走
ら
せ
る
人
車
鉄
道
が
開
通
。
当
初
は
貨
物
専
用

で
、
後
に
客
車
も
加
わ
り
ま
し
た
が
、
営
業
不
振

の
た
め
大
正
７
年
に
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

船
橋
市
域
の
街
道
沿
い
は
藤
原
新
田
・
上
山
新

田
と
呼
ば
れ
、
江
戸
幕
府
の
馬
牧
か
ら
生
ま
れ
変

わ
っ
た
新
田
村
で
、
昭
和
12
年
の
市
制
施
行
ま
で

は
法
典
村
に
属
し
て
い
ま
し
た
。

東
京
と
千
葉
を
結
ぶ
最
大
の
一
般
道
で
す
が
、

こ
の
道
が
千
葉
街
道
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
そ
う
古
い
話
で
は
な
く
、
明
治
６
年
に
千
葉

県
が
誕
生
し
て
か
ら
。

明
治
に
入
る
と
人
力
車
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な

り
、
10
年
代
後
半
か
ら
20
年
代
に
か
け
て
は
東

京
・
成
田
間
、
東
京
・
千
葉
間
に
乗
り
合
い
馬
車

が
開
通
し
ま
し
た
。
明
治
38
年
、
江
戸
川
に
江
戸

川
橋
が
架
け
ら
れ
て
か
ら
は
文
字
通
り
の
大
動
脈

と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
明
治
・
大
正
年
間
は

自
動
車
の
通
行
は
少
な
く
、
当
時
は
交
通
の
主
役

は
ま
だ
鉄
道
で
し
た
。

現
在
は
市
内
の
千
葉
街
道
は
、
交
通
渋
滞
の
メ

ッ
カ
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
自
動
車
の
交
通
量
が
増
え

ま
し
た
。
本
中
山
・
西
船
間
の
街
道
沿
い
に
は
、

古
い
神
社
や
寺
が
多
く
残
っ
て
お
り
、
そ
の
風
景

に
は
、
古
街
道
の
趣
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

［右］ 飾神社の池（西船
5）。 飾湧水郡のひとつ。街道
から南側への下り坂の一角に
ある
［下］昭和29年の船橋橋。橋よ
り河口には建物は少なく、材
料置き場等に使用されていた

［右］高層マンションの前に残
る馬頭観音（海神町西1）。台
石に花模様が彫られているの
が珍しい
［下］昭和40年頃の山野町付近。
道は舗装されておらず、田園
風景もまだ残っている

71



船
橋
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
人
々

の
交
流
か
ら
生
ま
れ
、
言
い
伝
え
ら

れ
て
き
た
民
話
。

そ
こ
か
ら
は
、
当
時
の
地
域
の
特

色
や
人
々
の
日
常
生
活
を
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

時
代
を
越
え
て
人
々
の
心
に
あ
た

た
か
さ
を
伝
え
て
く
れ
る
民
話
は
、

永
く
伝
承
し
て
い
き
た
い
郷
土
の
財

産
で
す
。 ‰

y
j
‘
‡お

し
え
て

ふ
な
ば
し

あ
れ
こ
れ

お
し
え
て

ふ
な
ば
し

あ
れ
こ
れ 4

源
頼
朝
と
海
老
川

今
の
海
老
川
を
大
日
川
と
呼
ん
で
い
た
こ
ろ
の

話
。
源
氏
再
興
の
旗
上
げ
を
し
た
源
頼
朝
は
、
戦
に

敗
れ
、
安
房
国
に
逃
れ
て
来
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
房

総
各
地
の
豪
族
の
応
援
を
得
て
力
を
盛
り
返
し
、
中

央
に
向
か
っ
て
進
軍
し
て
い
ま
し
た
。
途
中
、
船
橋

の
地
に
や
っ
て
来
る
と
、
大
日
川
の
河
原
で
休
憩
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

頼
朝
公
が
来
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
土
地
の
豪

族
は
大
勢
の
村
人
と
と
も
に
、
出
迎
え
ま
し
た
。
豪

族
は
、
こ
の
川
で
取
れ
た
数
籠
の
海
老
を
献
上
し
ま

し
た
。
籠
の
中
で
は
、
大
き
な
海
老
が
ピ
ン
ピ
ン
と

勢
い
よ
く
跳
ね
回
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
見
た
頼
朝
公

は
「
こ
れ
は
、
元
気
の
い
い
見
事
な
海
老
じ
ゃ
」
と

上
機
嫌
で
お
礼
を
言
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
市
川
方

面
に
向
か
っ
て
再
び
進
軍
し
て
行
き
ま
し
た
。

こ
の
海
老
が
頼
朝
公
に
褒
め
ら
れ
た
こ
と
が
、
き

っ
か
け
と
な
り
、
後
に
大
日
川
を
「
海
老
川
」
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

弘
法
大
師
と
石
芋
伝
説

む
か
し
む
か
し
、
全
国
行
脚
の
旅
に
出
て
い
た
弘

法
大
師
は
、
船
橋
の
地
に
も
や
っ
て
来
ま
し
た
。
海

神
の
道
を
歩
い
て
い
る
と
道
ば
た
の
家
で
芋
を
洗
っ

て
い
る
老
女
に
出
会
い
、
少
し
分
け
て
く
れ
と
言
っ

た
と
こ
ろ
、
こ
の
老
女
は
無
類
の
け
ち
ん
ぼ
う
で
、

こ
の
芋
は
石
芋
で
食
べ
ら
れ
な
い
と
嘘
を
言
っ
て
、

大
師
に
芋
を
あ
げ
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
師
は
、
そ
の

場
で
何
や
ら
祈
と
う
を
し
て
、
何
も
食
べ
ず
に
立
ち

去
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
老
女
は
芋
を
食
べ
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、

い
く
ら
煮
て
も
柔
ら
か
く
な
ら
ず
、
近
く
の
川
に
捨

て
て
し
ま
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
数
日
後
に
捨
て
た

芋
が
芽
を
出
し
ま
し
た
。
土
地
の
人
は
驚
き
、
こ
の

芋
を
龍
神
社
の
池
に
移
し
、
祀
っ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
れ
が
、
ず
っ
と
後
々
ま
で
龍
神
社
の
池
に
生
え

て
い
た
石
芋
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
龍
神
社
の
秋
祭

り
は
“
石
芋
祭
り
”
と
呼
ば
れ
、
今
で
も
芋
を
食
べ

る
伝
統
が
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

河川改修や市民の努力によって、海老川はかつ
ての清流を取り戻しつつあります

龍神社（海神6）は、かつて周辺で漁が盛んだっ
たころ、海上の守護神として地元の信仰が厚く、
沖ゆく船の目印として灯篭がありました
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高
根
道
の
贈
り
物

む
か
し
む
か
し
、
高
根
村
（
現
高
根
町
）
に
情
け

深
い
お
殿
様
が
い
ま
し
た
。
村
人
た
ち
は
こ
の
お
殿

様
を
た
い
そ
う
慕
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
日
、
お
殿

様
は
将
軍
様
に
ご
用
が
あ
り
、
江
戸
の
お
城
に
行
き

ま
し
た
。
そ
の
日
の
将
軍
様
は
非
常
に
機
嫌
が
よ
く
、

用
事
を
申
し
伝
え
る
と
し
ば
ら
く
の
間
、
村
の
出
来

事
な
ど
を
中
心
に
雑
談
を
し
ま
し
た
。

将
軍
様
は
、
高
根
村
の
お
殿
様
が
領
地
の
ま
つ
り

ご
と
に
誠
心
誠
意
を
も
っ
て
励
ん
で
い
る
こ
と
を
知

り
、「
高
根
村
の
こ
と
で
何
か
望
み
の
も
の
は
な
い

か
」
と
言
い
ま
し
た
。
お
殿
様
は
、
村
人
た
ち
が
難

儀
し
て
い
る
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
と
考
え
、「
高
根
村

か
ら
船
橋
宿
へ
出
る
い
い
道
が
な
く
、
困
っ
て
お
り

ま
す
る
」
と
将
軍
様
に
申
し
上
げ
ま
し
た
。
す
る
と

将
軍
様
は
、
直
ち
に
家
来
に
命
じ
、
立
派
な
道
を
造

っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
、
今
も
高
根
と
船
橋
の
中
心
部
を
結
ぶ
高

根
道
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

平
将
門
と
腰
掛
け
の
松

下
総
国
の
岩
井
郷
に
本
拠
を
置
く
平
将
門
は
、
関

東
の
国
々
に
ど
ん
ど
ん
攻
め
入
っ
て
い
ま
し
た
。
戦

い
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
船
橋
の
地
に
も
や
っ
て
来

ま
し
た
。

印
内
村
で
激
し
い
戦
い
を
し
、
さ
ら
に
南
下
す
る

た
め
に
峰
台
下
に
差
し
掛
か
る
と
、
大
蛇
が
伏
せ
た

よ
う
な
形
を
し
た
古
い
松
の
木
を
見
つ
け
、
そ
の
根

元
に
ど
っ
か
り
腰
掛
け
休
憩
を
し
ま
し
た
。
そ
こ
か

ら
は
、
現
在
の
夏
見
か
ら
飯
山
満
に
か
け
て
の
水
田

が
一
望
で
き
、「
見
事
な
も
の
じ
ゃ
」
と
目
の
前
の

景
色
に
満
足
げ
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

帰
り
道
に
も
わ
ざ
わ
ざ
そ
こ
に
腰
掛
け
て
、
ま
た

ひ
と
休
み
し
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
を
見
て
い
た
村
人

た
ち
は
そ
れ
以
来
こ
の
古
松
を
「
腰
掛
の
松
」
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
中
央
卸
売
市
場
の
正
門
付
近
に
あ
る
松
の
木

は
、
そ
の
何
代
か
後
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

徳
川
家
康
と
大
神
宮
の
相
撲

徳
川
家
康
は
鷹
狩
り
が
た
い
そ
う
好
き
で
、
船
橋

か
ら
東
金
ま
で
三
日
三
晩
の
う
ち
に
街
道
を
造
ら
せ

た
そ
う
で
す
。
街
道
が
出
来
上
が
る
と
、
家
康
公
は

東
金
へ
向
け
て
江
戸
城
を
出
発
し
、
途
中
船
橋
宿
の

中
程
に
あ
る
御
殿
に
泊
ま
り
ま
し
た
。

船
橋
宿
の
人
々
は
お
も
て
な
し
と
し
て
、
船
橋
大

神
宮
の
境
内
に
土
俵
を
設
け
、
家
康
公
に
子
ど
も
相

撲
を
お
見
せ
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
試
合
が
始
ま

る
と
、
元
気
な
子
ど
も
た
ち
は
力
い
っ
ぱ
い
投
げ
合

い
、
土
俵
周
り
の
見
物
人
か
ら
は
声
援
が
飛
び
、
も

の
す
ご
い
盛
り
上
が
り
を
み
せ
ま
し
た
。
家
康
公
は

「
こ
の
子
ど
も
相
撲
、
実
に
楽
し
か
っ
た
」
と
満
足

し
て
御
殿
に
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。

今
に
残
る
大
神
宮
の
相
撲
は
、
こ
の
子
ど
も
相
撲

が
始
ま
り
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
後
に
大
人
相
撲
が

加
わ
る
よ
う
に
な
り
、
大
神
宮
の
祭
礼
に
相
撲
は
欠

か
せ
な
い
行
事
の
一
つ
に
な
り
ま
し
た
。

空気の澄んだ冬には、高根道から船橋市街地方面
に富士山を望むことができます

船橋大神宮の相撲大会は毎年10月に行われ、子ども
たちのはつらつとした熱戦が繰り広げられます

中央卸売市場にある松の木の根元には、平将門の伝
説について書かれた石碑が建てられています
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