
　

電
車
旅
の
出
発
点
は
、四
日
市
あ
す
な
ろ

う
鉄
道「
四
日
市
」駅
で
す
。南
へ
向
か
う
内
部

線
に
乗
車
し
、途
中
下
車
し
な
が
ら
沿
線
の
町

を
訪
ね
ま
す
。こ
の
ナ
ロ
ー
ゲ
ー
ジ
の
路
線
は

全
国
で
も
こ
の
電
車
を
含
め
て
３
路
線
し
か

残
っ
て
い
ま
せ
ん
。小
さ
く
て
愛
ら
し
い
車
両

に
乗
り
こ
む
と
、ど
こ
か
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
雰

囲
気
に
、今
回
の
旅
への
期
待
が
高
ま
り
ま
す
。

　
最
初
の
降
車
駅
は
、内
部
線
上
下
と
八
王
子

線
が
す
れ
違
う
、鉄
道
フ
ァ
ン
に
も
人
気
の「
日

永
」駅
で
す
。駅
を
降
り
線
路
沿
い
に
戻
り
な

が
ら
歩
く
と
、こ
ん
も
り
と
し
た
緑
が
見
え
ま

す
。突
き
当
た
り
を
右
に
曲
が
り
、最
初
の
信

号
を
左
へ
折
れ
る
と「
大
宮
神
明
社
」が
あ
り

ま
し
た
。石
灯
篭
が
並
ぶ
静
か
な
参
道
を
進
む

と
、立
派
な
拝
殿
が
建
って
い
ま
す
。こ
こ
で
は
、

毎
年
６
月　

日
の
夜
に
有
名
な「
那
護
志
大

祓
」が
行
わ
れ
ま
す
。高
さ
４
メ
ー
ト
ル
の
茅
の

輪
を
く
ぐ
る
と
夏
負
け
し
な
い
と
言
わ
れ
、こ

の
日
は
多
く
の
参
拝
客
で
大
変
な
賑
わ
い
を
見

せ
て
い
ま
す
。

　
来
た
道
を
戻
り
、「
日
永
」駅
か
ら
乗
車
し
て

次
の「
南
日
永
」駅
へ
向
か
い
ま
す
。「
南
日
永
」

駅
を
降
り
る
と
、目
の
前
に「
日
永
神
社
」が
あ

り
ま
し
た
。こ
の
神
社
に
は
、以
前
は
拝
殿
の
右

小
さ
な
車
両
で
小
さ
な
電
車
旅

側
に
松
の
老
木
が
あ
り
、国
難
が
あ
る
と
樹
皮

が
変
色
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

東
海
道
を
行
く
多
く
の
人
が
参
拝
に
立
ち

寄
っ
た
と
の
こ
と
。昔
の
人
に
な
ら
い
拝
殿
で
手

を
合
わ
せ
、こ
こ
か
ら
東
海
道
を
歩
き
ま
す
。

　

東
海
道
を
少
し
歩
く
と
、右
側
に「
日
永
一

里
塚
跡
石
標
」が
あ
り
ま
す
。一
里
塚
跡
と
は
、

江
戸
時
代
の
主
な
街
道
に一里（
約
４
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
）ご
と
に
築
か
れ
た
も
の
で
、旅
人
の
目
安

ふ
る
さ
と
再
発
見
の
第
二
十
五
回
目
は
、
四
日
市
あ
す
な
ろ
う
鉄
道
の
旅
で
す
。

四
日
市
市
の
中
心
部
と
、
内
部
地
区
︵
内
部
線
︶お
よ
び
四
郷
地
区
︵
八
王
子
線
︶を
結
び
、

全
９
駅
か
ら
な
る
、
全
長
約
７
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
短
い
路
線
。

線
路
幅
７
６
２
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
、
全
国
的
に
も
珍
し
い
特
殊
狭
軌
線
︵
ナ
ロ
ー
ゲ
ー
ジ
︶
で
、

大
正
元︵
１
９
１
２
︶
年
﹁
近
鉄 

内
部
・
八
王
子
線
﹂と
し
て
開
業
、2
0
1
5
年
か
ら
は
﹁
四
日
市

あ
す
な
ろ
う
鉄
道
﹂と
な
り
再
出
発
し
、
市
民
の
足
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、１
日
フ
リ
ー
き
っ
ぷ
を
使
っ
て
、
内
部
線
・
沿
線
の
町
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

地
へ
と
向
か
い
ま
す
。

　
次
に
訪
ね
る
の
は
、「
日
永
の
追
分
」で
す
。ひ

と
駅
先
の「
追
分
」駅
で
降
り
、右
方
向
へ
と
進

み
ま
す
。踏
み
切
り
を
越
え
て
少
し
歩
く
と
、

大
き
な
鳥
居
が
目
に
入
り
ま
す
。鳥
居
は
道
が

左
右
に
分
か
れ
る
、小
さ
な
緑
地
に
建
っ
て
い

ま
し
た
。こ
こ
は
、東
海
道
と
伊
勢
街
道
の
分

岐
点
に
あ
た
り
ま
す
。江
戸
と
京
を
往
来
す
る

人
々
が
、遠
く
の
伊
勢
神
宮
を
拝
む
た
め
の
遥

拝
鳥
居
と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。伊
勢
神
宮

が
い
か
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
か
が
、う
か
が
い

知
れ
る
史
跡
で
す
。こ
こ
に
は
湧
き
水
が
出
る

水
屋
も
あ
り
、地
元
の
人
が
水
を
汲
み
に
や
っ

て
き
ま
す
。今
も
昔
も
人
々
に
と
っ
て
、大
切
な

場
所
で
あ
り
続
け
て
い
ま
す
。

　

来
た
道
を
戻
り
、再
び「
追
分
」駅
か
ら
終

点
の「
内
部
」駅
ま
で
電
車
で
向
か
い
ま
す
。内

部
駅
を
降
り
広
い
道
路
へ
出
た
ら
、左
手
に
見

え
る
陸
橋
を
、国
道
１
号
線
を
ま
た
ぐ
よ
う
に

渡
り
ま
す
。さ
ら
に
内
部
橋
を
渡
り
、民
家
が

立
ち
並
ぶ
道
を
左
斜
め
方
向
に
入
っ
て
い
き
ま

す
。道
な
り
に
歩
い
て
い
く
と
、電
柱
に
付
け
ら

れ
た「
杖
衝
坂
」へ
の
案
内
板
が
見
え
ま
す
。案

内
に
従
い
進
む
と
、曲
が
り
く
ね
っ
た
急
な
坂

道
が
現
れ
ま
し
た
。大
昔
に
日
本
武
尊（
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
）が
東
征
の
帰
路
、病
に
な

り
剣
を
杖
に
し
て
登
っ
た
こ
と
か
ら
、こ
の
名
が

付
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。東
海
道
で
は
、箱
根
、
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鈴
鹿
峠
に
次
ぐ
難
所
の
ひ
と
つ
。舗
装
さ
れ
た

坂
道
を
ゆ
っ
く
り
登
って
い
く
と
、坂
の
途
中
に

芭
蕉
が
こ
の
坂
で
落
馬
し
た
こ
と
を
詠
ん
だ

「
芭
蕉
の
句
碑
」も
あ
り
ま
し
た
。東
西
交
通
の

要
所
と
し
て
、多
く
の
人
が
行
き
交
っ
た
こ
の

地
の
歴
史
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　
来
た
坂
道
を
下
り
、杖
衝
坂
へ
の
案
内
板
の

場
所
ま
で
戻
り
ま
す
。こ
こ
を
左
折
し
て
少
し

進
む
と
、国
道
１
号
線
を
く
ぐ
る
ト
ン
ネ
ル
が

現
れ
ま
す
。ト
ン
ネ
ル
の
向
こ
う
に
は「
采
女
八

幡
社
」が
あ
り
ま
す
。緑
が
生
い
茂
る
小
山
の

ふ
も
と
ま
で
行
く
と
、「
采
女
八
幡
社
」の
参
道

入
口
が
あ
り
ま
し
た
。小
山
の
上
に
あ
る
拝
殿

※

四
日
市
市
　

旧
東
海
道
沿
い
の
町
を
訪
ね
る

︿
あ
す
な
ろ
う
鉄
道
の
旅
﹀

天照大御神を主祭神として祀る日永神社

茅の輪くぐりで有名な大宮神明社

日永駅で合流する八王子線の列車

小さな車両で小さな電車旅、旧東海道沿いの町を訪ねる・四日市市
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昔
の
旅
人
も
参
拝
し
た

東
海
道
沿
い
の
神
社
を
訪
ね
る

旧
東
海
道
を
ひ
と
駅
歩
き

江
戸
時
代
の
旅
情
に
浸
る

へ
は
、参
道
の
石
段
を
上
り
ま
す
。こ
の
神
社
は

鎌
倉
時
代
に
創
建
さ
れ
、石
碑
に
は
実
に
多
く

の
御
祭
神
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。鬱
蒼
と
木
々

が
生
い
茂
る
静
か
な
境
内
。神
様
た
ち
が
宿
る

氏
神
様
と
し
て
、地
元
の
人
た
ち
に
親
し
ま
れ

て
い
ま
す
。

　
四
日
市
あ
す
な
ろ
う
鉄
道
で
行
く
小
さ
な
旅

も
、こ
こ
で
終
了
。ま
た
電
車
に
乗
って
、車
窓
の

風
景
を
楽
し
み
な
が
ら
帰
り
ま
す
。
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東海道

日永駅では内部線上下、八王子線が交差し車両の迫力あるすれ違いが見られます。

１日フリー切符

な
が

は
ら
い

杖
衝
坂
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残
っ
て
い
ま
せ
ん
。小
さ
く
て
愛
ら
し
い
車
両

に
乗
り
こ
む
と
、ど
こ
か
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
雰

囲
気
に
、今
回
の
旅
への
期
待
が
高
ま
り
ま
す
。

　
最
初
の
降
車
駅
は
、内
部
線
上
下
と
八
王
子

線
が
す
れ
違
う
、鉄
道
フ
ァ
ン
に
も
人
気
の「
日

永
」駅
で
す
。駅
を
降
り
線
路
沿
い
に
戻
り
な

が
ら
歩
く
と
、こ
ん
も
り
と
し
た
緑
が
見
え
ま

す
。突
き
当
た
り
を
右
に
曲
が
り
、最
初
の
信

号
を
左
へ
折
れ
る
と「
大
宮
神
明
社
」が
あ
り

ま
し
た
。石
灯
篭
が
並
ぶ
静
か
な
参
道
を
進
む

と
、立
派
な
拝
殿
が
建
って
い
ま
す
。こ
こ
で
は
、

毎
年
６
月　

日
の
夜
に
有
名
な「
那
護
志
大

祓
」が
行
わ
れ
ま
す
。高
さ
４
メ
ー
ト
ル
の
茅
の

輪
を
く
ぐ
る
と
夏
負
け
し
な
い
と
言
わ
れ
、こ

の
日
は
多
く
の
参
拝
客
で
大
変
な
賑
わ
い
を
見

せ
て
い
ま
す
。

　
来
た
道
を
戻
り
、「
日
永
」駅
か
ら
乗
車
し
て

次
の「
南
日
永
」駅
へ
向
か
い
ま
す
。「
南
日
永
」

駅
を
降
り
る
と
、目
の
前
に「
日
永
神
社
」が
あ

り
ま
し
た
。こ
の
神
社
に
は
、以
前
は
拝
殿
の
右

側
に
松
の
老
木
が
あ
り
、国
難
が
あ
る
と
樹
皮

が
変
色
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

東
海
道
を
行
く
多
く
の
人
が
参
拝
に
立
ち

寄
っ
た
と
の
こ
と
。昔
の
人
に
な
ら
い
拝
殿
で
手

を
合
わ
せ
、こ
こ
か
ら
東
海
道
を
歩
き
ま
す
。

　

東
海
道
を
少
し
歩
く
と
、右
側
に「
日
永
一

里
塚
跡
石
標
」が
あ
り
ま
す
。一
里
塚
跡
と
は
、

江
戸
時
代
の
主
な
街
道
に一里（
約
４
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
）ご
と
に
築
か
れ
た
も
の
で
、旅
人
の
目
安

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。今
は
、民
家
の
間
に
塚
跡

を
示
す
石
柱
が
建
ち
、往
事
を
偲
ば
せ
て
い
ま

す
。さ
ら
に
進
む
と
視
線
の
先
に
、「
名
残
松
」

が
見
え
て
き
ま
す
。昔
こ
の
あ
た
り
は
街
道
の

両
側
に
低
い
土
手
が
築
か
れ
、そ
の
上
に
松
並

木
が
あ
り
ま
し
た
。唯
一
残
っ
た
そ
の
姿
を
見
て

い
る
と
、東
海
道
の
往
事
の
賑
わ
い
が
目
に
浮

か
ぶ
よ
う
で
す
。一本
松
を
後
に
し
、そ
の
ま
ま

歩
い
て
い
く
と
、右
手
に「
泊
」駅
へ
の
道
案
内

が
あ
り
ま
す
。再
び
電
車
に
乗
って
、次
の
目
的

地
へ
と
向
か
い
ま
す
。

　
次
に
訪
ね
る
の
は
、「
日
永
の
追
分
」で
す
。ひ

と
駅
先
の「
追
分
」駅
で
降
り
、右
方
向
へ
と
進

み
ま
す
。踏
み
切
り
を
越
え
て
少
し
歩
く
と
、

大
き
な
鳥
居
が
目
に
入
り
ま
す
。鳥
居
は
道
が

左
右
に
分
か
れ
る
、小
さ
な
緑
地
に
建
っ
て
い

ま
し
た
。こ
こ
は
、東
海
道
と
伊
勢
街
道
の
分

岐
点
に
あ
た
り
ま
す
。江
戸
と
京
を
往
来
す
る

人
々
が
、遠
く
の
伊
勢
神
宮
を
拝
む
た
め
の
遥

拝
鳥
居
と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。伊
勢
神
宮

が
い
か
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
か
が
、う
か
が
い

知
れ
る
史
跡
で
す
。こ
こ
に
は
湧
き
水
が
出
る

水
屋
も
あ
り
、地
元
の
人
が
水
を
汲
み
に
や
っ

て
き
ま
す
。今
も
昔
も
人
々
に
と
っ
て
、大
切
な

場
所
で
あ
り
続
け
て
い
ま
す
。

　

来
た
道
を
戻
り
、再
び「
追
分
」駅
か
ら
終

点
の「
内
部
」駅
ま
で
電
車
で
向
か
い
ま
す
。内

部
駅
を
降
り
広
い
道
路
へ
出
た
ら
、左
手
に
見

え
る
陸
橋
を
、国
道
１
号
線
を
ま
た
ぐ
よ
う
に

渡
り
ま
す
。さ
ら
に
内
部
橋
を
渡
り
、民
家
が

立
ち
並
ぶ
道
を
左
斜
め
方
向
に
入
っ
て
い
き
ま

す
。道
な
り
に
歩
い
て
い
く
と
、電
柱
に
付
け
ら

れ
た「
杖
衝
坂
」へ
の
案
内
板
が
見
え
ま
す
。案

内
に
従
い
進
む
と
、曲
が
り
く
ね
っ
た
急
な
坂

道
が
現
れ
ま
し
た
。大
昔
に
日
本
武
尊（
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
）が
東
征
の
帰
路
、病
に
な

り
剣
を
杖
に
し
て
登
っ
た
こ
と
か
ら
、こ
の
名
が

付
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。東
海
道
で
は
、箱
根
、

1718

鈴
鹿
峠
に
次
ぐ
難
所
の
ひ
と
つ
。舗
装
さ
れ
た

坂
道
を
ゆ
っ
く
り
登
って
い
く
と
、坂
の
途
中
に

芭
蕉
が
こ
の
坂
で
落
馬
し
た
こ
と
を
詠
ん
だ

「
芭
蕉
の
句
碑
」も
あ
り
ま
し
た
。東
西
交
通
の

要
所
と
し
て
、多
く
の
人
が
行
き
交
っ
た
こ
の

地
の
歴
史
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　
来
た
坂
道
を
下
り
、杖
衝
坂
へ
の
案
内
板
の

場
所
ま
で
戻
り
ま
す
。こ
こ
を
左
折
し
て
少
し

進
む
と
、国
道
１
号
線
を
く
ぐ
る
ト
ン
ネ
ル
が

現
れ
ま
す
。ト
ン
ネ
ル
の
向
こ
う
に
は「
采
女
八

幡
社
」が
あ
り
ま
す
。緑
が
生
い
茂
る
小
山
の

ふ
も
と
ま
で
行
く
と
、「
采
女
八
幡
社
」の
参
道

入
口
が
あ
り
ま
し
た
。小
山
の
上
に
あ
る
拝
殿

ちょっと足を延ばして
東海道日永郷土資料館

「泊」駅と「追分」駅の間、旧東海道沿いに郷土資料館が
あります。日永うちわなど地域の名品や、街道に関わる
さまざまな資料を、古代から昭和30年代までの時代ご
と、テーマごとに展示し
ています。
開館は
・水曜日：午前のみ9時～12時
・土曜日：終日9時～16時
・日曜日：午前のみ9時～12時

常夜燈や道標もある日永の追分

空へのびる名残松 旧東海道の面影を残す
日永一里塚跡石標

湧き水が出る水屋

芭蕉が落馬したことを詠んだ芭蕉の句碑

静かな小山の上に建つ采女八幡社

坂の途中に史跡がある杖衝坂

 

と
ま
り

 
お
い
わ
け

 

う
っ
そ
う

 

う
ね
め

 

は
い

 

つ
え
つ
き
ざ
か

（とうかいどうひながきょうどしりょうかん）

終
点
の「
内
部
」駅
を
降
り

歴
史
あ
る
地
区
を
歩
く

遠
い
伊
勢
神
宮
を
拝
む

東
海
道
と
伊
勢
街
道
の
分
か
れ
道

へ
は
、参
道
の
石
段
を
上
り
ま
す
。こ
の
神
社
は

鎌
倉
時
代
に
創
建
さ
れ
、石
碑
に
は
実
に
多
く

の
御
祭
神
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。鬱
蒼
と
木
々

が
生
い
茂
る
静
か
な
境
内
。神
様
た
ち
が
宿
る

氏
神
様
と
し
て
、地
元
の
人
た
ち
に
親
し
ま
れ

て
い
ま
す
。

　
四
日
市
あ
す
な
ろ
う
鉄
道
で
行
く
小
さ
な
旅

も
、こ
こ
で
終
了
。ま
た
電
車
に
乗
って
、車
窓
の

風
景
を
楽
し
み
な
が
ら
帰
り
ま
す
。

小さな車両で小さな電車旅、旧東海道沿いの町を訪ねる・四日市市

よ
う


