
千
葉
県
北
西
部
を
走
る
新
京
成
電
鉄
。
松
戸
駅

か
ら
京
成
津
田
沼
駅
ま
で
の
全
24
駅
の
う

ち
、
初は

つ
と
み富

駅
、
二ふ

た
わ
む
こ
う
だ
い

和
向
台
駅
、
三み

さ
き咲

駅
、
五ご

こ
う香

駅
、

八や
ば
し
ら柱

駅
の
五
つ
の
駅
に
は
数
を
表
す
漢
字
が
名
に
付

く
。
さ
て
、
名
前
の
由
来
は
ど
こ
に
あ
る
？　

名
前
の
由
来
は

そ
も
そ
も
新
京
成
電
鉄
の
走
る
下
総
台
地
に
は
数

が
付
く
地
名
が
点
在
し
て
い
る
。
新
京
成
電
鉄
の

「
鉄
道
体
験
学
習
デ
ジ
タ
ル
教
材
―
下
総
東
葛
飾
の

ま
ち
た
ん
け
ん
」
に
よ
る
と
、
江
戸
か
ら
明
治
に
時

代
が
変
わ
る
中
、
政
府
は
仕
事
を
無
く
し
た
人
々
を

下
総
台
地
に
移
住
さ
せ
、
農
地
と
し
て
土
地
を
開

墾
。
開
墾
の
順
に
、「
漢
数
字
＋
縁
起
の
良
い
漢
字
」

で
土
地
に
名
前
を
付
け
て
い
っ
た
と
い
う
。

そ
の
開
墾
の
記
念
す
べ
き
第
１
号
が
、「
一
」
を

意
味
す
る
「
初
」
の
字
が
付
く
、「
初
富
」
駅
の
あ

る
辺
り
。
さ
ら
に
初
富
駅
か
ら
京
成
津
田
沼
駅
側
に

２
駅
分
進
む
と
、
２
番
目
に
な
る
「
二
和
」
向
台

駅
。
そ
の
ま
た
１
駅
先
に
は
３
番
目
の
「
三
咲
」
駅

が
あ
り
、
こ
の
辺
り
が
次
々
と
開
墾
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。
と
は
い
え
現
在
、
三
つ
の
駅
の
周

辺
に
は
商
業
施
設
や
住
宅
が
建
ち
並
び
、
農
地
は
ほ

と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
二
和
向
台
駅
か
ら
三
咲
駅

ま
で
、
線
路
沿
い
を
歩
い
て
み
て
も
、
住
宅
の
間
に

小
さ
な
畑
が
チ
ラ
ホ
ラ
残
る
の
み
。

も
ち
ろ
ん
一
帯
は
言
わ
ず
と
知
れ
た
梨
の
名
産

地
。
線
路
沿
い
か
ら
離
れ
て
行
け
ば
、
果
樹
園
の
広

が
る
景
色
が
見
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、

住
宅
が
密
集
し
た
駅
周
辺
の
景
色
を
見
る
限
り
、
明

治
は
す
で
に
遥
か
遠
く
と
い
っ
た
印
象
。

初
富
、
二
和
、
三
咲
と
追
っ
て
来
て
、
残
す
は

「
五
」
の
付
く
五
香
と
「
八
」
の
付
く
八
柱
。
開
墾

地
を
巡
る
よ
う
に
線
路
が
敷
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
駅
名
に
な
い
数
が
あ
っ
て
も
不
思
議
は
な

い
。
不
思
議
は
な
い
け
ど
気
に
は
な
り
、
調
べ
て
み

た
ら
、
意
外
な
こ
と
が
判
明
。

明
治
初
期
に
行
わ
れ
た
開
墾
地
は
全
部
で
13
カ

所
。
こ
の
う
ち
新
京
成
電
鉄
の
駅
名
に
な
い
地
名

は
、「
豊と

よ

し

き

四
季
」「
六む

つ
み実

」「
七な

な
え栄

」「
八や

ち
ま
た街

」「
九く

美み

上あ
げ

」「
十と

く
ら倉

」「
十と

よ

い

ち

余
一
」「
十と

よ

ふ

た

余
ニ
」「
十と

よ

み

余
三
」。

そ
う
、
８
番
目
の
開
墾
地
は
駅
名
に
あ
る
「
八
柱
」

で
は
な
く
、「
八
街
」。
数
の
付
く
五
つ
の
駅
名
の
う

ち
、
四
つ
ま
で
は
開
墾
地
の
名
前
に
由
来
す
る
け
れ

ど
、
残
り
一
つ
は
違
っ
た
ら
し
い
。

桜
並
木
で
考
え
る
の
は

三
咲
駅
か
ら
五
香
駅
に
向
か
う
に
は
、
初
富
駅
に

戻
っ
て
、
さ
ら
に
５
駅
先
ま
で
乗
車
す
る
。
平
日
の

昼
間
で
も
車
内
は
満
席
。
ド
ア
近
く
に
立
っ
て
眺
め

る
車
窓
に
は
、
家
々
が
連
な
る
。
北
初
富
駅
や
く
ぬ

ぎ
山
駅
の
辺
り
で
は
、
ぱ
あ
っ
と
農
地
が
広
が
る
け

れ
ど
、
五
香
駅
に
着
く
頃
に
は
、
再
び
住
宅
街
の
景

色
に
戻
る
。
電
車
が
人
の
行
き
来
を
支
え
る
こ
と

で
、
か
つ
て
農
地
と
し
て
開
墾
さ
れ
た
土
地
は
、
住

宅
地
と
し
て
も
適
し
た
土
地
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

さ
て
、
開
墾
地
の
名
前
の
駅
は
五
香
駅
で
お
仕
舞

い
。
と
は
い
え
、
同
じ
よ
う
に
数
が
名
に
付
く
八
柱

駅
、
素
通
り
す
る
の
は
す
っ
き
り
し
な
い
。
五
香
駅

か
ら
常
盤
平
駅
、
八
柱
駅
の
間
に
は
、
桜
並
木
が
続

い
て
い
る
と
い
う
か
ら
、
歩
い
て
八
柱
駅
ま
で
向
か

う
。「

桜
並
木
」
と
言
っ
て
も
、
季
節
は
冬
支
度
の

真
っ
只
中
。
先
が
見
え
な
い
ほ
ど
長
く
連
な
る
桜
の

「初」富、「二」和向台、「三」咲、は近接している。桜の季節には、歩行者天国になり、
「桜まつり」が行われる。

新京成電鉄株式会社
連
　
載文・写真　松澤美穂

初
富
、
二
和
向
台
、
三
咲
、

五
香
、
八
柱
、

き
れ
い
な
駅
名
の
由
来
を
求
め
て

沿
線
を
歩
け
ば
、

意
外
な
発
見
が
待
っ
て
い
る
。

新京成電鉄
【しんけいせいでんてつ】

松戸駅から京成津田沼駅までを約 44分
で結ぶ。JRや私鉄への乗換駅も多く、通
勤通学の足として、沿線住民に親しまれ
ている。

新
八
柱

新
鎌
ヶ
谷

東武アーバンパークライン

東葉高速線

総武線

京成線 津田沼

北総線
・成田

スカイ
アクセ

ス線

武
蔵
野
線

常
磐
線

松戸 八
柱

常
盤
平五
香

鎌
ヶ
谷
大
仏

初
富

京成津田沼

新津田沼

三
咲

滝
不
動

北
習
志
野

北
初
富

く
ぬ
ぎ
山

二
和
向
台

MINTETSU WINTER 2017 28



列
は
、
花
の
季
節
の
華
や
か
さ
を
想
像
さ
せ
る
け
れ

ど
、
現
実
に
見
え
る
の
は
葉
が
落
ち
始
め
た
木
々
の

姿
。
物
思
い
に
は
も
っ
て
こ
い
の
静
か
な
景
色
の
中

で
、
つ
い
つ
い
考
え
る
の
は
「
八
柱
」
の
名
前
の
由

来
。
８
番
目
の
開
墾
地
で
な
い
の
な
ら
、
何
に
由
来

す
る
名
前
か
。

ヒ
ン
ト
を
求
め
て
桜
並
木
を
途
中
離
脱
。
向
か
う

は
常
盤
平
駅
と
八
柱
駅
の
間
に
あ
る
21
世
紀
の
森
と

広
場
。
そ
の
隣
に
は
松
戸
市
立
博
物
館
が
あ
る
。

「
八
柱
」
の
由
来
は

松
戸
市
立
博
物
館
の
常
設
展
示
で
は
、
人
類
誕
生

か
ら
昭
和
ま
で
の
松
戸
一
帯
の
歴
史
を
紹
介
し
て
い

る
。
旧
石
器
時
代
の
人
々
の
暮
ら
し
や
交
流
範
囲
、

「
下
総
国
」
と
呼
ば
れ
始
め
た
時
代
、
馬
の
放
牧
地

で
あ
り
水
戸
街
道
の
宿
場
町
で
あ
っ
た
時
代
、
そ
し

て
明
治
に
入
り
町
が
誕
生
し
て
い
く
…
…
。

古
代
の
下
総
国
の
戸
籍
や
江
戸
時
代
の
松
戸
宿
の

ジ
オ
ラ
マ
、
昭
和
に
建
て
ら
れ
た
常
盤
平
団
地
の
再

現
な
ど
、
地
域
の
来
歴
が
分
か
る
展
示
は
予
想
以
上

の
見
ご
た
え
。
大
満
足
で
博
物
館
を
出
た
も
の
の
、

肝
心
の
「
八
柱
」
の
名
前
の
正
式
な
由
来
は
分
か
ら

ず
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
有
力
な
、
八
つ
の
村
が

合
併
し
て
「
八
柱
村
」
に
な
っ
た
と
い
う
説
で
、
と

り
あ
え
ず
納
得
し
て
お
く
。

と
も
あ
れ
、
一
つ
の
地
域
の
来
歴
を
こ
れ
ほ
ど

し
っ
か
り
見
て
い
く
と
、
何
だ
か
親
近
感
が
沸
い
て

き
て
、
ジ
オ
ラ
マ
に
あ
っ
た
松
戸
宿
周
辺
や
江
戸
川

沿
い
に
足
を
伸
ば
し
て
み
た
く
な
る
。
ひ
と
ま
ず
桜

並
木
に
舞
い
戻
り
、
八
柱
駅
ま
で
歩
き
通
す
。
数
が

名
に
付
く
駅
を
全
制
覇
し
て
か
ら
、
松
戸
駅
へ
。

趣
味
が
で
き
ま
し
た

東
京
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
良
い
人
気
の
街
と
な
っ
て

い
る
松
戸
。
松
戸
駅
の
周
辺
は
ビ
ル
が
建
ち
並
び
、

駅
と
江
戸
川
の
間
に
あ
っ
た
松
戸
宿
も
住
宅
街
に
様

変
わ
り
。
そ
れ
で
も
、
昔
か
ら
あ
る
寺
社
仏
閣
は

し
っ
か
り
残
っ
て
い
る
よ
う
で
、
駅
前
の
混
雑
を
抜

け
て
行
く
と
、
細
い
川
に
朱
塗
り
の
短
い
橋
が
架
け

ら
れ
て
い
る
の
を
発
見
。
水
戸
徳
川
家
の
崇
拝
を
受

け
た
と
い
う
松
戸
神
社
だ
。

さ
っ
そ
く
お
参
り
を
し
て
、
境
内
を
散
策
。
何
気

な
く
社
務
所
に
近
寄
る
と
、
中
に
は
立
派
な
神
棚
。

社
務
所
に
も
神
棚
を
祭
る
の
か
と
覗
き
込
ん
で
い
る

と
、
ガ
ラ
ス
戸
が
開
け
ら
れ
、
巫
女
さ
ん
が
に
っ
こ

り
。
気
付
け
ば
目
の
前
に
は
お
守
り
や
お
み
く
じ
が

ず
ら
り
。
こ
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
、「
社
務
所

に
も
神
棚
が
？
」
と
は
聞
き
づ
ら
く
、
と
っ
さ
に
口

を
つ
い
た
セ
リ
フ
は
「
御
朱
印
い
た
だ
け
ま
す
か
」。

最
近
、
御
朱
印
を
集
め
る
人
が
増
え
て
い
る
の
は

知
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
こ
れ
ま
で
御
朱
印
を
も
ら
っ

た
こ
と
は
な
い
。「
は
い
」
と
頷
く
巫
女
さ
ん
に
、

渡
す
べ
き
御
朱
印
帳
も
、
当
然
な
い
。
慌
て
て
「
御

朱
印
帳
も
含
め
て
、
御
朱
印
を
」
と
言
い
繕
っ
て
、

待
つ
こ
と
し
ば
し
。
四
神
が
刺
繍
さ
れ
た
真
新
し
い

御
朱
印
帳
を
手
渡
さ
れ
る
。

手
書
き
の
御
朱
印
の
不
思
議
な
魅
力
。
初
め
て
書

い
て
も
ら
っ
た
御
朱
印
を
前
に
、「
次
は
ど
こ
に
お

参
り
に
行
こ
う
か
な
」「
沿
線
の
寺
社
仏
閣
を
巡
っ

て
御
朱
印
を
も
ら
う
の
も
楽
し
い
か
も
」
な
ど
と
考

え
始
め
て
い
る
自
分
に
び
っ
く
り
。

駅
名
の
由
来
を
調
べ
歩
い
た
最
後
に
、
新
し
い
趣

味
を
見
つ
け
ま
し
た
。

常盤平駅と八柱駅の間は、電車がきれいに見える。 21世紀の森と広場の園に隣接して、博物館やホールもある。

天気がよければ対岸に東京スカイツリーが見えるとか。 松戸神社の創建は1626年。御朱印は神主さんの直筆。
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