
5

寺
が
創
建
さ
れ
る
以
前
の
古
代
か
ら
開
発
さ

れ
て
い
た
古
い
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
奈

良
正
倉
院
に
伝
わ
る
「
養
老
五
年
（
７
２
１

年
）
下
総
国
葛
飾
郡
大
嶋
郷
戸
籍
」
の
「
嶋

俣
里
」
の
故
地
で
あ
り
、
さ
ら
に
柴
又
の
鎮

守
八
幡
神
社
に
は
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
初

め
の
前
方
後
円
墳
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

映
画
『
男
は
つ
ら
い
よ
』

大
人
気
の
寅
さ
ん

さ
ら
に
、
柴
又
の
ま
ち
を
有
名
に
し
た
の

は
、
山
田
洋
次
監
督
の
映
画
『
男
は
つ
ら
い

よ
』
で
す
。
ま
ち
の
玄
関
口
の
京
成
柴
又
駅

に
は
俳
優
の
故
渥
美
清
さ
ん
が
演
じ
る
車
寅

次
郎
こ
と
寅
さ
ん
の
像
が
観
光
客
を
出
迎
え

古
代
か
ら
連
綿
続
く
柴
又
の
歴
史

葛
飾
区
柴
又
は
、
寅
さ
ん
の
故
郷
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
寅
さ
ん
が
産
湯
を
つ
か

っ
た
御
神
水
の
あ
る
柴
又
帝
釈
天
題
経
寺
は
、

寛
永
六
年
（
１
６
２
９
年
）
の
創
建
と
い
わ

れ
て
い
る
日
蓮
宗
の
寺
院
で
す
。

安
永
八
年
（
１
７
９
９
年
）
に
行
方
不
明

と
な
っ
て
い
た
日
蓮
上
人
自
刻
と
伝
わ
る
板

本
尊
が
屋
根
裏
か
ら
発
見
さ
れ
、
そ
の
日
が

庚
申
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
庚
申
の
日
を
縁
日

と
定
め
ら
れ
、
江
戸
市
中
の
庚
申
信
仰
の
流

行
も
あ
っ
て
、
多
く
の
参
拝
客
が
訪
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
柴
又
の
ま
ち

並
み
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

最
近
の
調
査
で
は
、
柴
又
は
帝
釈
天
題
経

京成柴又駅前にある“寅さん”像。
ふらりと観光したくなるまちだ

映
画
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
の
“
寅
さ
ん
”
で
お
な
じ
み
の
葛
飾
区
柴
又
は
、

柴
又
帝
釈
天
を
中
心
と
す
る
歴
史
的
・
文
化
的
景
観
、
江
戸
川
や
矢
切
の
渡
し
と
い
っ
た
水
と
緑
あ
ふ
れ
る
風
景
、

そ
し
て
、
参
道
の
下
町
グ
ル
メ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
魅
力
が
凝
縮
さ
れ
た
ま
ち
で
す
。

最
近
で
は
「
葛
飾
柴
又
寅
さ
ん
記
念
館
」
も
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
人
気
を
集
め
、
多
く
の
人
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
下
町
情
緒
あ
ふ
れ
る
ま
ち
柴
又
の
魅
力
に
ふ
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

下
町
風
情
あ
ふ
れ
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
、葛
飾
区
柴
又

　
　
〜“
寅
さ
ん
”で
お
な
じ
み
の
ま
ち
を
め
ぐ
る
〜
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「
柴
又
帝
釈
天
」「
寅
さ
ん
」の
ま
ち
、柴
又
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て
く
れ
ま
す
。

監
督
の
山
田
洋
次
さ
ん
は
寅
さ
ん
の
故
郷

が
柴
又
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
、
葛
飾
区
在

ま
ち
の
見
ど
こ
ろ

◆
参
道
の
お
店

京
成
柴
又
駅
か
ら
帝
釈
天
の
参
道
ま
で
、

多
く
の
下
町
グ
ル
メ
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

映
画
で
も
な
じ
み
の
深
い
草
団
子
は
、
参

道
に
あ
る
６
店
舗
が
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
を
出
し

販
売
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
山
田
洋
次
監
督
や
渥
美
清
さ
ん
も

大
好
き
な
天
丼
の
店
も
参
道
に
あ
り
ま
す
。

手
焼
き
せ
ん
べ
い
、
つ
く
だ
煮
、
せ
き
止

め
飴
と
い
っ
た
昔
な
が
ら
の
手
作
り
の
品
を

並
べ
る
店
の
ほ
か
、
江
戸
川
に
近
い
立
地
か

ら
川
魚
を
料
理
す
る
お
店
が
あ
る
こ
と
も
特

徴
的
で
、
コ
イ
料
理
や
う
な
ぎ
料
理
も
楽
し

め
ま
す
。
帝
釈
天
の
板
本
尊
が
祀
ら
れ
る
帝

釈
堂
や
寅
さ
ん
が
産
湯
を
つ
か
っ
た
と
い
う

御
神
水
な
ど
を
見
に
行
っ
た
後
、
下
町
グ
ル

メ
を
楽
し
む
の
も
良
い
で
し
ょ
う
。

◆「
葛
飾
柴
又
寅
さ
ん
記
念
館
」
と
「
山
田

洋
次
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」

「
葛
飾
柴
又
寅
さ
ん
記
念
館
」
は
寅
さ
ん
好

き
に
た
ま
ら
な
い
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で
す
。
平

成
９
年
に
開
館
さ
れ
、
映
画
作
品
以
前
の

〝
ガ
キ
大
将
〞
時
代
か
ら
第
一
作
目
に
寅
さ

ん
が
20
年
ぶ
り
に
柴
又
に
戻
る
ま
で
を
イ
メ

ー
ジ
し
た
当
時
の
ま
ち
並
み
を
、
寅
さ
ん
と

妹
の
さ
く
ら
の
目
線
で
６
つ
の
ジ
オ
ラ
マ
で

紹
介
し
て
い
ま
す
。

さ
く
ら
役
の
女
優
、
倍
賞
千
恵
子
さ
ん
の

語
り
に
導
か
れ
紹
介
す
る
可
動
式
の
ジ
オ
ラ

マ
で
構
成
さ
れ
、
撮
影
で
実
際
に
使
用
し
た

セ
ッ
ト
を
大
船
撮
影
所
か
ら
移
設
し
て
、

「
く
る
ま
や
」
や
本
物
の
活
版
印
刷
機
を
展

示
し
た
タ
コ
社
長
の
経
営
す
る
活
版
印
刷
工

場
「
朝
日
印
刷
所
」
が
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
展
示
に
映
画
で
見
ら
れ
た
絶
妙
の
掛
け

合
い
の
数
々
を
思
い
出
す
人
も
い
る
で
し
ょ

う
。な

お
、
平
成
27
年
12
月
に
は
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
も
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
寅
さ
ん
の
鉄
道

旅
を
テ
ー
マ
に
、
か
つ
て
金
町
と
帝
釈
天
を

結
ん
だ
柴
又
人
車
の
実
物
大
復
元
模
型
や
寅

さ
ん
の
鉄
道
旅
の
シ
ー
ン
を
映
像
で
紹
介
す

る
予
定
で
す
。

併
設
さ
れ
て
い
る
山
田
洋
次
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
は
、『
男
は
つ
ら
い
よ
』
だ
け
で
な
く

『
幸
福
の
黄
色
い
ハ
ン
カ
チ
』
や
『
学
校
』

シ
リ
ー
ズ
な
ど
数
々
の
名
作
を
世
に
出
し
続

け
て
い
る
、
山
田
洋
次
監
督
の
映
画
作
り
へ

の
思
い
が
込
め
ら
れ
た
展
示
が
さ
れ
て
お
り
、

住
の
作
家
、
早
乙
女
勝
元
さ
ん
に
連
れ
ら
れ

て
柴
又
帝
釈
天
を
訪
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け

で
柴
又
を
知
り
、
柴
又
と
い
う
土
地
名
の

「
ち
ょ
っ
と
ひ
な
び
た
雰
囲
気
」
や
「
故
郷
」

と
い
う
言
葉
と
の
馴
染
み
や
す
さ
、
当
時
近

隣
に
畑
が
多
く
、
帝
釈
天
の
す
ぐ
裏
手
に
は

江
戸
川
が
流
れ
る
と
い
っ
た
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
良
さ
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
葛
飾
の
人
情
味
あ
ふ
れ
、

ど
こ
か
懐
か
し
い
雰
囲
気
を
楽
し
め
る
ま
ち

の
魅
力
が
、
人
を
引
き
つ
け
て
い
る
こ
と
を

挙
げ
て
い
ま
す
。
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まちのシンボルでもある柴又帝釈天

入口では、館名の看板文字の取り付け作業
をする寅さんが出迎える

山本亭は趣ある書院造に西洋建築を取り入れた和洋
折衷の大正建築物。緑豊かな日本庭園が最大の見所

併設している「山田洋次ミュージアム」。
映画への思いも感じることができる

柴
又
の
ま
ち
の
魅
力

「くるまや」のセット再現や生まれも育ちも
葛飾柴又コーナーなども展示されている
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を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
葛
飾
区
伝
統
工
芸
品
コ
ー
ナ
ー
で

は
、
江
戸
切
子
や
印
伝
、
銅
版
と
い
っ
た
葛

飾
区
の
職
人
が
手
掛
け
る
伝
統
の
品
を
購
入

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
（
山
本
亭
は
、
全
館

工
事
に
伴
い
、
平
成
27
年
10
月
１
日
か
ら
約

１
年
間
休
館
を
予
定
し
て
い
ま
す
。）。

◆
江
戸
川
河
川
敷
、
矢
切
の
渡
し

寅
さ
ん
記
念
館
や
山
本
亭
の
す
ぐ
そ
ば
に

は
江
戸
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
川
の
雄

大
な
流
れ
を
眺
め
な
が
ら
、
寅
さ
ん
気
分
で

河
川
敷
を
散
策
す
る
の
も
一
興
で
す
。

上
流
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
く
と
、
都
内

唯
一
の
渡
し
船「
矢
切
の
渡
し
」が
あ
り
ま
す
。

川
幅
１
５
０
m
を
小
さ
な
渡
し
船
が
往
復
す

る
風
景
は
、
古
く
か
ら
残
る
日
本
の
原
風
景

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
渡
し
船
の
乗
り
場
か
ら
さ
ら
に
先

に
進
む
と
、
と
ん
が
り
帽
子
の
ユ
ー
モ
ラ
ス

な
姿
の
金
町
浄
水
場
の
取
水
塔
が
あ
り
、
毎

年
７
月
に
開
催
さ
れ
る
葛
飾
納
涼
花
火
大
会

の
絶
好
の
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。

歩
い
て
散
策
す
る
も
良
し
、
寅
さ
ん
記
念

館
に
併
設
さ
れ
た
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ

ー
で
自
転
車
を
借
り
て
河
川
敷
の
サ
イ
ク
リ

ン
グ
ロ
ー
ド
で
少
し
足
を
の
ば
し
て
地
域
全

体
を
楽
し
む
の
も
良
い
で
し
ょ
う
。

「
寅
さ
ん
サ
ミ
ッ
ト
」
開
催

平
成
27
年
11
月
７
日
・
８
日
、「
寅
さ
ん

サ
ミ
ッ
ト
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
柴
又
は
、

昔
な
が
ら
の
風
情
や
人
情
を
ま
ち
全
体
で
大

切
に
し
て
き
ま
し
た
。「
原
風
景
」
と
い
う

キ
ー
ワ
ー
ド
で
寅
さ
ん
が
歩
い
た
日
本
各
地

を
結
び
、
映
画
「
男
は
つ
ら
い
よ
」
の
ロ
ケ

地
と
な
っ
た
地
域
が
一
体
と
な
っ
て
こ
れ
を

守
り
、
後
世
に
伝
え
て
い
く
取
組
と
し
て
い

き
ま
す
。

ま
た
、
平
成
26
年
11
月
に
新
小
岩
公
園
で

初
開
催
と
な
っ
た
「
か
つ
し
か
フ
ー
ド
フ
ェ

ス
タ
」
で
は
、
葛
飾
区
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域

の
自
慢
の
逸
品
が
集
ま
り
、
約
７
万
人
の
来

場
者
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。
柴
又
地
域
か
ら

は
７
店
舗
出
店
し
、
参
道
の
店
舗
か
ら
も
団

子
屋
、
佃
煮
屋
の
計
３
店
舗
が
出
店
し
好
評

を
博
し
ま
し
た
。
今
年
も
参
道
の
店
舗
を
含

め
地
域
で
４
店
舗
参
加
す
る
予
定
で
す
。

そ
の
ほ
か
、
柴
又
で
は
、
こ
れ
か
ら
も
帝

釈
天
や
商
店
街
・
観
光
協
会
な
ど
が
中
心
と

な
っ
て
魅
力
あ
ふ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
や
お
祭
り

な
ど
多
く
の
観
光
客
が
楽
し
め
る
よ
う
な
取

組
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

多
く
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
、
い
つ
来
て
も

変
わ
ら
な
い
昔
の
ま
ま
の
風
景
と
人
情
。

こ
れ
か
ら
も
葛
飾
区
柴
又
は
日
本
人
の

「
心
の
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
私
た
ち
を
楽
し

ま
せ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

併
せ
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
和
洋
が
建
物
に
融
合
す
る
山
本
亭

洋
が
建
物
に
融
合
す
る
山
本
亭

洋
山
本
亭
は
、
趣
あ
る
書
院
造
に
西
洋
建
築

を
取
り
入
れ
た
和
洋
折
衷
の
建
築
が
特
徴
の

建
造
物
で
す
。
合
資
会
社
山
本
工
場
（
カ
メ

ラ
部
品
メ
ー
カ
ー
）
の
創
立
者
、
故
山
本
栄

之
助
氏
の
住
居
と
し
て
大
正
末
期
に
建
て
ら

れ
、
大
正
12
年
の
関
東
大
震
災
を
期
に
、
浅

草
の
小
島
町
か
ら
柴
又
に
移
転
し
ま
し
た
。

当
時
は
洋
風
建
築
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が

富
裕
層
の
間
で
流
行
し
て
お
り
、
そ
の
佇
ま

い
を
今
に
残
す
貴
重
な
庭
付
邸
宅
と
し
て
、

葛
飾
区
が
有
形
文
化
財
と
し
て
登
録
。
ま
た
、

平
成
15
年
７
月
に
都
選
定
歴
史
的
建
造
物
と

し
て
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。
平
成
３
年
４

月
か
ら
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
山
本
亭
内
で

は
、
お
抹
茶
も
楽
し
め
ゆ
っ
た
り
し
た
時
間

半日
かけて柴又 を楽しむ

　 ならば…

1柴又駅→参道→帝釈天（参道で草団子
ぐし、せんべい、冷やしきゅうりなど買
って食べ歩き）2帝釈天でお参り、おみ
くじ、お守り購入など 3葛飾柴又寅さ
ん記念館と山田洋次ミュージアムをじっ
くり見学 4江戸川河川敷と矢切の渡し
の散策 5参道に戻り、鰻重や天丼など
参道の下町グルメを堪能 6おなかがい
っぱいになった後は、参道
でのお土産買い歩きや山本
亭の見学などがおすすめ

広報担当おすすめスポット
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都内に唯一残る
「矢切の渡し」。
川をのんびり渡
るのも楽しい

今年も11月21日・22日に新小岩公園で開催される「かつし
かフードフェスタ」。昨年は２日間で７万人以上が来場した

とんがり帽子の形
状の金町取水塔

「
寅
さ
ん
」が
葛
飾・柴
又
と
全
国
を
つ
な
ぐ
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