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西
船
橋
駅
は
Ｊ
Ｒ
各
線
と
東
京

メ
ト
ロ
等
が
乗
り
入
れ
て
い
ま

す
。
駅
舎
の
改
装
工
事
が
終
わ

り
、
店
舗
の
数
も
増
え
て
明
る
く

な
り
、
賑
わ
い
も
一
段
と
増
し
た

よ
う
で
す
。 

 

駅
構
内
と
駅
前
の
広
場
は
、
60

数
年
前
に
私
が
通
っ
て
い
た
小
学

校
の
広
い
運
動
場
の
一
画
で
す
。

総
武
線
の
南
側
は
見
渡
す
限
り
田

圃
が
広
が
り
、
晴
れ
た
日
に
は
富

士
山
が
よ
く
見
え
ま
し
た
。
駅
へ

来
る
と
当
時
の
風
景
や
出
来
事
が

つ
い
昨
日
の
事
の
よ
う
に
思
い
出

さ
れ
ま
す
。 

 

葛
飾
小
学
校
。
開
校
は
明
治
25

年
。
生
徒
数
約
１
５
０
０
人
。
今

思
え
ば
大
変
な
マ
ン
モ
ス
校
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
正
門
は
千

葉
街
道
（
14
号
線
）
沿
い
に
あ

り
、
東
は
船
橋
、
西
は
下
総
中
山

方
面
か
ら
大
勢
の
生
徒
が
ゾ
ロ
ゾ

ロ
と
行
列
を
な
し
、
そ
れ
は
そ
れ

は
壮
観
と
い
え
る
朝
の
光
景
で
し

た
。
歩
い
て
30
分
程
の
距
離
を
６

年
間
通
っ
て
い
ま
し
た
。 
 

太
平
洋
戦
争
の
戦
況
が
一
段
と

悪
化
し
、
Ｂ
29
の
飛
来
を
告
げ
る

火
の
見
櫓
の
半
鐘
に
追
わ
れ
て
必

死
に
走
っ
て
帰
っ
た
事
が
何
度
か

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
あ
る
晩
西
の

空
が
真
赤
に
な
っ
て
お
り
、
大
人

達
が
「
東
京
が
空
襲
だ
」
と
大
騒

ぎ
し
て
お
り
ま
し
た
。 

 

戦
後
、
千
葉
街
道
は
房
総
方
面

へ
の
唯
一
の
幹
線
道
路
と
し
て
利

用
さ
れ
、
牛
車
や
リ
ヤ
カ
ー
が
通

る
中
、
進
駐
軍
の
ジ
ー
プ
が
頻
繁

に
走
り
抜
け
て
行
き
ま
し
た
。
私

達
は
皆
で
手
を
振
っ
て
ガ
ム
や
菓

子
を
貰
っ
た
り
し
た
も
の
で
す
。

街
道
か
ら
少
し
北
に
外
れ
る
と
、

松
林
や
畑
の
多
い
田
舎
道
が
あ
り

ス
イ
カ
、
瓜
、
ト
マ
ト
、
秋
に
な

る
と
柿
を
食
べ
る
事
が
で
き
、
い

つ
も
空
腹
な
私
達
に
と
っ
て
は
、

ス
リ
ル
に
富
ん
だ
楽
し
い
通
学
路

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
今
で
は
、

住
宅
が
建
ち
並
び
当
時
の
面
影
は

全
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

５
年
生
の
時
、
若
い
女
の
先
生

が
赴
任
し
て
来
ま
し
た
。
男
兄
弟

だ
け
の
私
は
、
美
人
先
生
に
い
っ

ぺ
ん
に
憧
れ
、
必
要
以
上
に
騒
い

だ
り
、
燥は

し
ゃ

い
だ
り
し
て
目
立
ち
た

が
っ
た
り
し
た
も
の
で
す
。 

 

生
徒
と
相
撲
を
し
た
り
し
て
い

た
活
発
な
美
人
先
生
は
現
在
85

歳
、
早
く
に
御
主
人
を
亡
く
し
ま

し
た
が
、
二
人
の
男
の
子
を
立
派

に
育
て
あ
げ
、
退
職
後
は
山
登
り

を
趣
味
に
し
て
い
ま
し
た
。
現
在

は
、
三
日
に
一
度
の
ペ
ー
ス
で
御

近
所
の
人
達
を
自
宅
に
集
め
て
マ

ー
ジ
ャ
ン
を
楽
し
み
、
自
慢
の
創

作
料
理
を
振
る
舞
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。 

 

毎
年
、
先
生
を
中
心
に
駅
周
辺

で
ク
ラ
ス
会
を
開
き
、
思
い
出
を

語
り
に
老
人
達
が
元
気
に
集
ま
り

ま
す
。
そ
れ
は
恒
例
と
な
り
、
先

生
と
教
え
子
達
と
の
古
く
て
永
い

絆
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
風
景
は

変
わ
っ
て
も
私
達
の
結
び
つ
き
は

い
つ
ま
で
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。 

（
編
集
委
員
） 

小
学
生
の
頃 
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中
学
生
の
頃
、
生
物
ク
ラ
ブ
に

入
り
植
物
採
集
に
熱
中
し
て
い
た
。 

一
年
生
の
時
の
担
任
が
生
物
部
の

顧
問
だ
っ
た
の
が
入
部
の
動
機
で

あ
る
。
日
本
の
植
物
学
の
大
家
で

草
分
け
的
存
在
で
あ
る
牧
野
富
太

郎
先
生
を
尊
敬
し
、
本
人
自
身
も

斯
界

し

か

い

で
は
有
数
な
植
物
学
者
で
あ

っ
た
先
生
が
、
我
々
を
植
物
狂
い

に
す
る
の
に
さ
し
て
時
間
は
か
か

ら
な
か
っ
た
。 

 

休
日
に
な
る
と
野
冊

や

さ

つ

や
胴ど

う

乱ら
ん

を

ぶ
ら
下
げ
、
近
く
の
野
山
を
駆
け

回
り
新
種
探
し
に
夢
中
に
な
っ
た
。 

当
時
は
草
花
を
根
か
ら
掘
り
出
し

て
採
集
し
、
新
聞
紙
に
挟
ん
で
す

っ
か
り
乾
燥
さ
せ
た
後
、「
和
名
、

科
名
、
採
集
日
、
採
集
場
所
、
採

集
者
」
を
書
き
込
ん
だ
ラ
ベ
ル
と

共
に
台
紙
に
貼
っ
て
い
た
が
、
ど

ん
な
に
丁
寧
に
や
っ
て
も
色
鮮
や

か
な
花
は
茶
褐
色
に
変
色
し
て
し

ま
っ
た
。 
 

そ
れ
か
ら
７
〜
８
年
後
。
変
色

さ
せ
ず
に
乾
燥
さ
せ
る
技
術
が
確

立
さ
れ
た
と
い
う
新
聞
記
事
を
見

た
が
、
既
に
標
本
作
り
か
ら
遠
ざ

か
っ
た
後
で
あ
っ
た
。 

 

市
民
カ
レ
ッ
ジ
に
入
っ
た
夏
休

み
の
あ
る
日
、
妻
の
友
人
の
紹
介

で
、｢

押
し
花
サ
ー
ク
ル｣

に
体
験

入
会
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
会
は
押
し
花
ア
ー
ト
の

会
で
、
標
本
作
り
と
は
違
っ
た
が
、

先
生
に
手
伝
っ
て
い
た
だ
き
、
何

と
か
一
つ
の
作
品
を
完
成
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
。 

 
現
在
の
押
し
花
は
乾
燥
マ
ッ
ト

と
和
紙
で
急
激
に
水
分
を
抜
き
取

り
、
花
の
色
が
美
し
い
ま
ま
残
す

こ
と
が
で
き
る
。
以
来
、
押
し
花

を
作
る
こ
と
が
楽
し
く
て
現
在
も

続
け
て
い
る
。 

 

元
来
、
芸
術
的
セ
ン
ス
と
か
絵

心
と
は
無
縁
な
野
暮
人
間
だ
が
、 

山
を
歩
き
美
し
い
花
を
見
る
の
が

好
き
だ
し
、
出
歩
け
な
く
な
っ
て

も
身
近
な
花
を
押
し
て
楽
し
む
一

つ
の
趣
味
と
し
て
続
け
よ
う
と
思

っ
て
い
る
。 （

宮
前 

伊
藤
和
宏
） 

  

   
 

 

私
は
地
名
の
会
の
新
人
会
員
で

す
。
過
去
の
活
動
記
録
を
読
み
、

こ
の
会
に
入
会
し
ま
し
た
。
主
な

活
動
は
歴
史
的
に
出
て
く
る
佐
倉

地
域
の
古
い
地
名
、
小
字

こ

あ

ざ

の
由
来

を
調
べ
て
い
ま
す
。 

私
と
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず

地
図
と
風
土
記
と
関
連
し
た
記
事 

が
載
っ
て
い
そ
う
な
図
書
を
読
ん

で
い
ま
す
が
、
対
象
と
な
る
地
域

の
現
地
調
査
に
も
出
か
け
て
い
ま

す
。
大
い
に
頼
り
に
な
る
の
が
長

年
活
動
し
て
い
る
先
輩
た
ち
で
す
。 

 
 

 

佐
倉
市
馬
渡

ま
わ
た
し

地
区
に
今
は
な

い
経
塚

き
ょ
う
づ
か

と
い
う
小
字
が
あ
り
ま

し
た
。
位
置
は
鹿
島
川
の
南
の
丘

の
上
。
元
々
鬱
蒼
と
し
た
里
山
を

開
拓
開
墾
し
て
現
状
は
畑
と
住
宅

で
す
。
変
わ
っ
た
小
字
名
だ
と
思

い
ま
し
た
。
馬
渡
風
土
記
に
は
過

去
の
調
査
時
に
５
つ
の
塚
が
あ
っ

た
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、

現
状
は
個
人
の
敷
地
で
す
。
塚
の

形
、
出
土
品
等
を
検
討
す
れ
ば

「
経
」
の
入
っ
た
容
器
な
ど
が
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
ん
な
塚

か
興
味
の
わ
く
と
こ
ろ
で
す
。 

 

先
日
八
街
図
書
館
で
見
た
、
八

街
町
教
育
委
員
会
編
集
の
『
八
街

の
散
歩
道
』
の
説
明
で
は
、「
八

街
町
八
街
ろ
一
番
地
―
佐
倉
市
岩

富
と
境
を
接
す
る
所
、
武
藤
常
吉

氏
宅
の
北
側
に
藪
の
よ
う
に
見
え

る
塚
が
経
塚
で
あ
る
」
と
あ
り
ま

す
。「
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
こ
れ

は
所
謂

い
わ
ゆ
る

長
享
二
年
（
一
四
八
八
）

の
七
里
法
華
の
改
宗
の
と
き
、
岩

富
の
興
勝
山

こ
う
し
ょ
う
ざ
ん

長
福
寺
が
真
言
宗
か

ら
日
蓮
宗
に
改
宗
す
る
た
め
、
従

来
の
真
言
の
経
巻
や
什
物

じ
ゅ
う
も
つ

を
埋

め
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
」
と

あ
り
ま
す
。 

 

馬
渡
の
塚
は
直
径
６
㍍
の
小
規

模
な
古
墳
群
と
な
っ
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
経
塚
に
見
立
て
た
も
の
か
、

経
典
が
あ
っ
た
も
の
か
。
私
は
、

謎
は
解
け
な
く
と
も
地
域
の
歴
史

に
少
し
触
れ
た
気
が
し
て
楽
し
か

っ
た
。 

（
城 

三
田
俊
郎
） 

 

押
し
花
作
り 

馬
渡
の
小
字
「
経
塚
」 
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江
戸
っ
子
は
尻
に
気
を
使
っ
た

そ
う
だ
。
火
急
の
時
に
走
り
や
す

い
よ
う
に
、
着
物
の
背
後
の
裾
を

帯
に
押
し
込
む
。
丸
見
え
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
、
尻
を
い
つ
も
き

れ
い
に
す
る
よ
う
心
が
け
た
と
い

う
。
当
然
ふ
ん
ど
し

、
、
、
、
も
他
人
に
笑

わ
れ
な
い
よ
う
に
、
少
々
無
理
を

し
て
で
も
常
に
高
級
品
を
身
に
着

け
て
い
た
。
普
段
は
見
え
な
い
と

こ
ろ
で
も
お
洒
落
を
決
め
込
む
の

が
江
戸
っ
子
の
心
意
気
だ
。 

江
戸
が
清
潔
な
都
市
だ
っ
た
の

は
、
集
め
ら
れ
た
排
せ
つ
物
が
肥

料
と
し
て
周
辺
農
村
に
す
ぐ
買
い

取
ら
れ
た
か
ら
だ
。
こ
れ
が
当
時

大
へ
ん
な
利
権
で
争
い
に
も
発
展

し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。 

今
日
の
よ
う
に
化
学
肥
料
な
ど

な
く
、
下
肥
が
唯
一
の
も
の
で
あ

っ
た
。
物
の
豊
か
な
今
の
時
代
と

違
い
先
人
は
何
一
つ
無
駄
に
す
る

こ
と
も
な
く
環
境
を
考
え
リ
サ
イ

ク
ル
の
実
施
を
し
て
い
た
の
は
見

上
げ
た
も
の
で
あ
る
。「
家
主
は

長
屋
の
肥
で
餅
を
つ
き
」
と
川
柳

に
あ
る
よ
う
に
、
歳
末
に
は
厠か

わ
や

の

糞
尿
を
一
年
間
た
め
た
金
子
で
長

屋
の
行
事
に
あ
て
た
の
だ
。
市
井

に
生
き
る
人
々
の
生
活
が
う
か
が

え
る
。 

戦
后
東
京
の
近
郊
で
も
農
道
脇

に
肥
だ
め
が
あ
り
、
五
分
の
一
に

う
す
め
て
杓
子
で
散
布
し
て
い
た

光
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
時

の
為
政
者
が
口
ざ
わ
り
の
良
い
こ

と
し
か
言
わ
ず
、
公
約
を
臆
面
も

な
く
反
故
に
し
て
何
ん
ら
責
任
も

恥
じ
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
言
う

だ
け
、
こ
れ
を
菜
っ
葉
の
肥
や
し

と
い
う
。
か
け
肥
（
声
）
だ
け
。 

江
戸
の
伊
呂
波
歌
留
多
に
「
無

理
が
通
れ
ば
道
理
が
引
っ
込
む
」

時
が
過
ぎ
れ
ば
忘
れ
っ
ぽ
い
我
が

民
族
の
気
質
、
最
后
っ
屁
を
し
て

あ
と
は
野
と
な
れ
で
は
浮
か
ば
れ

な
い
。
な
に
や
ら
臭
っ
て
き
た
。

臭
い
話
で
退
散
退
散
、
│
。 

（
上
志
津 

永
見 

一
） 
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高
輪
の
泉
岳
寺
境
内
に
あ
る

「
宝
物
館
」
に
《
釋
迦
八
相
祇
園

精
舎
曼
荼
羅
》
と
い
う
巨
き
な
仏

画
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
縦
・
横

三
㍍
六
十
と
い
う
大
作
だ
。
し
か

も
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
曼
荼

羅
絵
の
描
線
全
て
が
経
文
の
「
文

字
」
で
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

虫
眼
鏡
で
見
れ
ば
、
全
て
の
線
と

見
え
た
所
が
蟻
の
連
な
り
の
様
に

経
文
と
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

所
謂
「
文
字
絵
」
だ
。 

 

そ
し
て
更
に
び
っ
く
り
さ
せ
ら

れ
た
の
が
、
そ
の
作
者
（
画
僧
）

が
佐
倉
市
に
あ
る
嶺
南
寺
の
住
職

で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
青
山
了
泰

せ
い
ざ
ん
り
ょ
う
た
い

が

そ
の
名
で
、
確
か
に
佐
倉
市
新
町

の
嶺
南
寺
に
は
「
前
永
平
当
時
五

世 

青
山
了
泰
大
和
尚
禅
師

（
表
）
享
保
二
十
卯
年
十
一
月
十

八
日
（
裏
）」
と
記
さ
れ
た
位
牌

が
残
っ
て
い
る
。 

 

泉
岳
寺
の
資
料
に
依
る
と
件く

だ
ん

の
曼
荼
羅
を
完
成
さ
せ
た
の
が

「
享
保
十
四
年 
了
泰
八
十
歳
」

と
い
う
か
ら
、
彼
の
享
年
は
八
十

六
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

『
古
今
佐
倉
真
佐
子
』
の
「
嶺

南
寺
」
の
項
に
も
「
此
寺
が
う
か

う
付
た
る
和
尚
、
越
前
の
ゑ
い
平

寺
の
役
者
也
。
此
寺
へ
入
院
し
て

後
隠
居
す
。
経
文
に
て
こ
く
ざ
い

し
き
（
ご
く
さ
い
し
き
）
に
て
仏

像
書
事
名
人
也
。
沢
山
寺
へ
も
認
。

結
構
成
る
表
具
に
し
て
宝
物
に
納
。

皆
絵
の
具
を
以
書
わ
く
る
。

云
々
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
恐
ら

く
こ
の
「
和
尚
」
が
青
山
了
泰
で

あ
ろ
う
。 

 

今
や
嶺
南
寺
に
も
先
の
位
牌
と
、

本
堂
裏
に
無
縁
仏
の
よ
う
に
傾
い

て
い
た
玉
子
型
の
石
墓
ら
し
き
物

し
か
残
っ
て
い
な
い
。
高
さ
五
十

㌢
程
で
、
僅
か
に
「
五
世
」
と
い

う
文
字
し
か
読
め
な
い
。 

 

佐
倉
市
ゆ
か
り
の
大
画
僧
が
す

っ
か
り
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
。
残

念
だ
。 

 

（
新
臼
井
田 

村
田
長
保
） 

   

江
戸
の
リ
サ
イ
ク
ル 

画
僧
・
青
山
了
泰 



－４－ 

 
 

若
葉
の
美
し
い
清
々
し
さ

す
が
す
が

を
感

じ
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
今
年

の
連
休
は
、
震
災
の
影
響
で
い
つ

も
と
違
う
過
ご
し
方
を
さ
れ
る
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
過
ご
し

方
を
さ
れ
て
も
、
家
族
の
ふ
れ
あ

い
の
時
間
を
大
切
に
し
て
楽
し
く

過
ご
さ
れ
る
事
と
思
い
ま
す
。 

さ
て
、
今
月
ご
投
稿
頂
き
ま
し

た
中
で
、
サ
ー
ク
ル
に
入
会
さ
れ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
く
ら
道 

 
 

 

毎
年
開
催
さ
れ
る
「
お
祭
り
広

場
」
で
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
祭
り
の

た
び
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
情
景
が

あ
り
ま
す
。 

私
が
新
入
社
員
と
し
て
、
昭
和

三
十
六
年
か
ら
約
三
年
間
、
新
潟

市
の
阿
賀
野
川
河
口
の
と
あ
る
会

社
の
工
場
に
勤
務
し
て
い
た
当
時

の
こ
と
で
す
。
近
く
の
通
称
「
飛

行
場
通
り
」
沿
い
に
一
面
に
チ
ュ

ー
リ
ッ
プ
畑
が
あ
り
、
毎
年
球
根

を
採
取
す
る
為
に
刈
り
取
ら
れ
た

花
の
首
が
、
色
毎
に
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

の
形
に
十
㍍
の
高
さ
に
積
み
上
げ

ら
れ
て
い
る
壮
観
な
光
景
に
強
く

心
を
打
た
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

残
念
な
事
に
は
、
こ
の
光
景
は
昭

和
五
十
年
頃
に
は
、
宅
地
開
発
で

姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。 

も
し
、
佐
倉
市
の
「
佐
倉
ふ
る

さ
と
広
場
」
に
、
こ
の
花
の
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
が
再
現
さ
れ
る
と
、
チ
ュ

ー
リ
ッ
プ
祭
り
に
一
段
と
華
を
添

え
る
事
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ

て
な
り
ま
せ
ん
。 

（
服
部
一
宏
） 

趣
味
や
生
き
が
い
を
見
つ
け
ら
れ
た

投
稿
文
に
は
、
仲
間
と
の
楽
し
い
交

流
を
感
じ
ま
し
た
。 

ま
た
、
高
輪
泉
岳
寺
所
蔵
、
釈
迦

八
相
祇
園
精
舎
曼
荼
羅
（
港
区
指
定

有
形
文
化
財
）
は
、
佐
倉
市
新
町
の

嶺
南
寺
住
職
青
山
了
泰
が
経
文
の

文
字
で
描
い
た
絵
画
で
あ
る
こ
と
を

調
べ
ら
れ
た
の
に
は
敬
服
で
す
。 

江
戸
の
リ
サ
イ
ク
ル
で
は
、
江
戸

っ
子
の
心
意
気
を
楽
し
く
読
ま
せ
て

頂
き
ま
し
た
。 

皆
様
方
の
ご
投
稿
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。 

 
 

（
六 

角 

学
） 

５月の黒板 
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