
151616

渡
る
場
所
が
３
か
所
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、そ
の

名
が
付
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」と
名
前
の

由
来
を
教
わ
り
な
が
ら
橋
を
渡
り
、六
軒
町
へ

と
入
り
ま
す
。
す
る
と
、見
上
げ
る
ほ
ど
大
き

な
常
夜
灯
と
道
標
に
出
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

街
道
を
挟
ん
で
東
側
に
立
つ
常
夜
灯
は
、文
政

元（
１
８
１
８
）年
に
建
立
さ
れ
た
も
の
。
火

袋
な
ど
は
当
時
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

存
在
感
十
分
で
す
。
一
方
、西
側
に
立
つ
道
標

に
は
、「
い
が
ご
へ
追
分　
六
け
ん
茶
や
」「
右

い
せ
み
ち　
六
軒
茶
屋
」な
ど
と
太
く
刻
ま
れ

て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

　
道
標
の
文
字
通
り
、六
軒
は
初
瀬
街
道
と
伊

　
今
回
の
散
策
は
、J
R「
六
軒
」駅
か
ら
始
ま

り
ま
す
。「
で
は
、架
け
替
え
ら
れ
た
ば
か
り

の
三
渡
橋
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
」と
の
案
内
で
、

駅
舎
を
後
に
し
ま
す
。
住
宅
地
を
し
ば
ら
く

歩
い
た
と
こ
ろ
で
、道
は
突
き
当
た
り
に
な
り
、

目
の
前
を
少
し
細
い
道
が
南
北
に
続
き
ま
す
。

こ
の
道
が
伊
勢
街
道
で
、街
道
を
南
へ
と
進
む

と
見
え
て
く
る
の
が
、三
渡
橋
で
す
。
お
話
通

り
、令
和
元
年
に
渡
り
初
め
が
行
わ
れ
た
ば
か

り
で
す
。

　
「
三
渡
川
に
は
、潮
の
満
ち
引
き
に
よ
っ
て

勢
街
道
と
の
追
分（
分
岐
点
）で
し
た
。
初
瀬

街
道
と
は
、伊
勢
神
宮
参
拝
を
終
え
た
旅
人
が
、

六
軒
の
追
分
か
ら
伊
賀
市
な
ど
を
経
て
奈
良

県
の
初
瀬（
長
谷
）方
面
へ
と
向
か
っ
た
道
の

こ
と
。
こ
こ
に
は
、茶
店
や
旅
籠
も
多
く
存
在

し
、六
軒
茶
屋
と
称
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、伊
勢
参
宮
講
の
常
宿
の
一
軒
で
あ
る

旧
磯
部
屋
に
は
、講
看
板
が
残
さ
れ
て
い
て
、

随
時
、見
学
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

掃
除
し
た
結
果
な
の
だ
と
教

わ
り
ま
す
。
暑
い
日
も
寒
い

日
も
、せ
っ
せ
と
１
本
ず
つ

桟
を
磨
く
人
々
の
姿
が
目
に

浮
か
ぶ
よ
う
で
す
。
優
し
く

見
つ
め
る
中
村
さ
ん
か
ら
は
、

こ
の
貴
重
な
慣
習
が
、今
後

も
続
い
て
ほ
し
い
と
の
想
い

が
伝
わ
り
ま
し
た
。

　
各
家
の
格
子
の
並
び
方
の
違
い
や
、屋
根
の

上
に
た
た
ず
む
、〝
鍾
馗
さ
ん（
疫
病
よ
け
の
神

様
）〞を
見
学
し
て
い
る
と
、玄
関
口
に「
的
屋

跡
」「
大
角
」な
ど
と
屋
号
を
記
し
た
札
が
掲
げ

ら
れ
て
い
る
の
に
も
気
付
き
ま
し
た
。「
的
屋

の
的
は〝
か
ら
く
り
ま
と
〞で
、今
で
い
う
射
的

場
の
こ
と
で
す
。
大
角
と
は
、大
工
業
を
営
ん

で
い
た
角
蔵
さ
ん
と
い
う
意
味
で
す
」と
教
わ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
屋
号
を
、１
軒
１
軒
聞
き

取
り
調
査
し
た
の
は
、「
格
子
戸
の
会
」の
皆
さ

ん
。
当
初
は
50
軒
程
度
で
し
た
が
、今
で
は
地

域
の
人
々
の
協
力
の
も
と
、旧
三
雲
町
地
域
の

伊
勢
街
道
沿
い
に
１
２
０
軒
程
度
に
ま
で
増

え
て
い
る
と
伺
い
ま
し
た
。

　
旧
磯
部
屋
で
、往
時
の
賑
わ
い
を
彷
彿
さ
せ

る
講
看
板
を
見
学
し
た
後
は
、再
び
伊
勢
街
道

を
進
み
ま
す
。
す
る
と
、市
場
庄
町
へ
と
入
っ

た
あ
た
り
か
ら
、妻
入
り
の
屋
根
と
格
子
戸
の

家
が
目
を
引
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

が
同
町
の
大
き
な
特
徴
で
、三
角
形
の
妻
入
り

屋
根
が
重
な
っ
て
見
え
る
光
景
は
独
特
の
風

情
が
あ
り
ま
す
。

　
「
格
子
戸
の
桟
を
見
て
く
だ
さ
い
。
角
が
丸

く
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
？
」の
言
葉
に
促
さ

れ
て
近
付
い
て
み
る
と
、確
か
に
角
が
取
れ
て

丸
み
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、お
盆
と
暮
れ
に
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屋
号
の
説
明
な
ど
を
聞
き
な
が
ら
楽
し
く

歩
い
て
い
る
と
、四
つ
角
に
立
つ
、小
さ
な
道

標
に
気
付
き
ま
し
た
。「
忘
井
之
道
」と
刻
ま

れ
て
い
ま
す
。
忘
井
と
は
、古
く
か
ら
こ
の
地

に
あ
っ
た
井
戸
の
こ
と
で
、天
永
元（
１
１
１

０
）年
に
行
わ
れ
た　
子
内
親
王
の
斎
王
群
行

に
同
行
し
た
官
女
甲
斐
が
、こ
の
あ
た
り
を

通
っ
た
際
に
、望
郷
の
念
を
込
め
て「
別
れ
ゆ

く　
都
の
方

の
恋
し
き
に

　
い
ざ
結
び

み
む　
忘
井

の
水
」と
詠

ん
だ
話
が
伝

わ
り
ま
す
。

傍
ら
に
は
歌

碑
も
た
た
ず

ん
で
い
ま
し

た
。
な
お
、

忘
井
の
伝
承

地
は
嬉
野
宮

市
場
庄
町
の
南
端
で
、こ
こ
か
ら
先
は
久
米
町

に
入
り
ま
す
。

　
久
米
町
に
入
る
と
、街
道
が
大
き
く
カ
ー
ブ

し
、庚
申
堂・常
夜
灯・行
者
堂・山
ノ
神
２
基・

石
標
が
整
然
と
立
ち
並
ぶ
一
角
に
た
ど
り
着

き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治

時
代
に
か
け
て
立
て
ら
れ
た
も
の
。
多
く
の

参
拝
者
が
、こ
こ
で
旅
の
安
全
を
祈
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

　
カ
ー
ブ
に
沿
っ
て
歩
い
た
後
に
見
え
て
く
る

の
が
、南
北
朝
時
代
か
ら
続
く
名
家
、舟
木
家

の
屋
敷
で
す
。
同
家
で
は
、重
厚
感
の
あ
る
、な

古
町
内
に
も
あ
り
、

い
ず
れ
も
大
切
に
保

存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
忘
井
に
立
ち
寄
っ

た
後
は
、近
く
の
神

楽
寺
で
小
休
憩
す
る

の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

同
寺
に
は
見
ご
た
え

の
あ
る
山
門
や
藤
棚
が
あ
り
ま
す
。

　
再
び
、街
道
へ
と
戻
り
、大
正
７（
１
９
１

８
）年
建
立
の「
市
場
庄
公
会
堂（
旧
米
ノ
庄
村

役
場
）」を
眺
め
て
か
ら
進
む
と
、や
が
て「
格

子
戸
の
町
並
み
案
内
」と
記
さ
れ
た
大
き
な
案

内
板
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
が

ま
こ
壁
の
長
屋
門
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
舟
木
家
の
長
屋
門
を
見
学
し
、そ
の
少
し
南

に
た
た
ず
む
庚
申
堂
や
山
ノ
神
２
基
に
手
を

合
わ
せ
れ
ば
、終
点
の
近
鉄「
松
ヶ
崎
」駅
ま
で

は
５
、６
分
程
度
の
距
離
。
格
子
戸
の
あ
る
町

め
ぐ
り
は
、こ
れ
で
終
了
で
す
。

　
な
お
、同
駅
も
起
点
の
J
R「
六
軒
」駅
も
本

数
が
少
な
い
た
め
、事
前
に
時
刻
表
を
確
認
し

た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
起
点
を
近
鉄「
伊
勢

中
原
」駅
に
す
る
な
ど
、都
合
に
合
わ
せ
た

ル
ー
ト
を
選
択
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

□

三
渡
橋
を
渡
っ
て
六
軒
の
追
分
へ

市
場
庄
町
で
格
子
戸
め
ぐ
り

格
式
の
高
さ
を
示
す
長
屋
門

斎
王
ゆ
か
り
の
忘
井

松
阪
市 

六
軒
町
〜
市
場
庄
町
〜

久
米
町

格
子
戸
の
あ
る
町
を
歩
く

ろ
っ

け
ん

ち
ょ
う

ち
ょ
う

い
ち

ば

し
ょ
う

問
　
「
格
子
戸
の
会
」
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■ 行程図　所要時間／約2時間 ※所要時間は、おおよその目安です。

約８００ｍ

約300ｍ

約６００ｍ 約100ｍＪＲ「六軒」駅 三渡橋・常夜灯・道標

約３００ｍ約1００ｍ 庚申堂・山ノ神２基舟木家長屋門 近鉄「松ヶ崎」駅

道標（「忘井之道」）
約２００ｍ 約5００ｍ

約100ｍ

庚申堂・常夜灯・行者堂・山ノ神２基・石標

忘井

案内板 「市場庄公会堂」

三渡橋

常夜灯

道標

市場庄町の家並み

屋号「的屋跡」を記した木札

忘井歌碑

神楽寺の山門

「市場庄公会堂」

案内板

久米町の伊勢街道沿いに立ち並ぶ
行者堂や山ノ神など

旧磯部屋の講看板旧磯部屋の講看板

舟木家長屋門舟木家長屋門

　
四
日
市
市
の「
日
永
の
追
分
」で
東
海
道
と
分
岐

し
、
津
市
・
松
阪
市
な
ど
を
経
て
伊
勢
神
宮
へ
と
向

か
う
道
筋
は
、
伊
勢
街
道
と
称
さ
れ
ま
す
。
こ
の
街

道
沿
い
に
続
く
松
阪
市
市
場
庄
町
周
辺
の
家
並
み
に

は
、
妻
入
り
の
屋
根
や
格
子
戸
の
あ
る
家
が
見
ら
れ
、

情
緒
が
漂
い
ま
す
。

　
今
か
ら
20
年
前
、
格
子
戸
の
あ
る
家
並
み
を
未

来
へ
と
受
け
継
ぐ
た
め
に
設
立
さ
れ
た
の
が
、「
格
子

戸
の
会
」
で
す
。
タ
ウ
ン
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
や
ワ
ー
ク

シ
ョッ
プ
な
ど
で
地
域
の
魅
力
を
再
発
見
す
る
中
、

各
家
の
屋
号
を
杉
板
に
書
い
て
掲
げ
る
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
活
動
を
行
って
き
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
地
域
の〝
宝
物
〞、
格
子
戸
の
あ
る
町

を
ゆっ
く
り
と
散
策
し
ま
す
。

ぶ
く
ろ

ひ

ほ
う
ふ
つ

し
ょ
う
き

て
ん

あ
いか

い こ

え
い

さ
ん

し
ん

よ
ね

こ
う
し
ん
ど
う

し
ょ
う
む
ら

の

ら
く
じ

580

42

23

ＪＲ「六軒」駅

三渡橋・
常夜灯・道標
三渡橋・
常夜灯・道標

「市場庄公会堂」

案内板

近鉄「松ヶ崎」駅

忘井
道標（「忘井之道」）道標（「忘井之道」） 神楽寺

近鉄「伊勢中原」駅

近鉄山田線

J
R
紀
勢
本
線

J
R
紀
勢
本
線

伊
勢
街
道

庚申堂・常夜灯・
行者堂・山ノ神２基・石標
庚申堂・常夜灯・
行者堂・山ノ神２基・石標

舟木家長屋門
庚申堂・山ノ神２基
舟木家長屋門

庚申堂・山ノ神２基

三渡川

今回の案内
人は「格子戸
の会」代表の
中村 文恵さ
ん。「武四郎
まつり実行

委員会」副委員長も務めるな
ど、市内の有形無形の歴史遺
産を守るため、日々尽力して
いらっしゃいます。

至JR「津」駅 至津市

至
明
和
町

至JR「松阪」駅 至近鉄「松阪」駅

至
近
鉄「
伊
勢
中
川
」駅
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渡
る
場
所
が
３
か
所
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、そ
の
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が
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た
と
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わ
れ
て
い
ま
す
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前
の

由
来
を
教
わ
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な
が
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橋
を
渡
り
、六
軒
町
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と
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ま
す
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す
る
と
、見
上
げ
る
ほ
ど
大
き

な
常
夜
灯
と
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標
に
出
迎
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れ
ま
し
た
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街
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を
挟
ん
で
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側
に
立
つ
常
夜
灯
は
、文
政

元（
１
８
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８
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に
建
立
さ
れ
た
も
の
。
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ど
は
当
時
の
も
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で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

存
在
感
十
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で
す
。
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追
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回
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六
軒
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で
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で
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に
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、

随
時
、見
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が
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能
と
な
っ
て
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ま
す
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掃
除
し
た
結
果
な
の
だ
と
教
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ま
す
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日
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日
も
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せ
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本
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を
磨
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の
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が
目
に
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こ
の
貴
重
な
慣
習
が
、今
後

も
続
い
て
ほ
し
い
と
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。
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や
、屋
根
の
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に
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ず
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よ
け
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と
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」「
大
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て
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に
も
気
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ま
し
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的
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の
的
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く
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ま
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、今
で
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。
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角
と
は
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を
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ん

で
い
た
角
蔵
さ
ん
と
い
う
意
味
で
す
」と
教
わ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
屋
号
を
、１
軒
１
軒
聞
き

取
り
調
査
し
た
の
は
、「
格
子
戸
の
会
」の
皆
さ

ん
。
当
初
は
50
軒
程
度
で
し
た
が
、今
で
は
地

域
の
人
々
の
協
力
の
も
と
、旧
三
雲
町
地
域
の

伊
勢
街
道
沿
い
に
１
２
０
軒
程
度
に
ま
で
増

え
て
い
る
と
伺
い
ま
し
た
。

　
旧
磯
部
屋
で
、往
時
の
賑
わ
い
を
彷
彿
さ
せ

る
講
看
板
を
見
学
し
た
後
は
、再
び
伊
勢
街
道

を
進
み
ま
す
。
す
る
と
、市
場
庄
町
へ
と
入
っ

た
あ
た
り
か
ら
、妻
入
り
の
屋
根
と
格
子
戸
の

家
が
目
を
引
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

が
同
町
の
大
き
な
特
徴
で
、三
角
形
の
妻
入
り

屋
根
が
重
な
っ
て
見
え
る
光
景
は
独
特
の
風

情
が
あ
り
ま
す
。

　
「
格
子
戸
の
桟
を
見
て
く
だ
さ
い
。
角
が
丸

く
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
？
」の
言
葉
に
促
さ

れ
て
近
付
い
て
み
る
と
、確
か
に
角
が
取
れ
て

丸
み
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、お
盆
と
暮
れ
に
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屋
号
の
説
明
な
ど
を
聞
き
な
が
ら
楽
し
く

歩
い
て
い
る
と
、四
つ
角
に
立
つ
、小
さ
な
道

標
に
気
付
き
ま
し
た
。「
忘
井
之
道
」と
刻
ま

れ
て
い
ま
す
。
忘
井
と
は
、古
く
か
ら
こ
の
地

に
あ
っ
た
井
戸
の
こ
と
で
、天
永
元（
１
１
１

０
）年
に
行
わ
れ
た　
子
内
親
王
の
斎
王
群
行

に
同
行
し
た
官
女
甲
斐
が
、こ
の
あ
た
り
を

通
っ
た
際
に
、望
郷
の
念
を
込
め
て「
別
れ
ゆ

く　
都
の
方

の
恋
し
き
に

　
い
ざ
結
び

み
む　
忘
井

の
水
」と
詠

ん
だ
話
が
伝

わ
り
ま
す
。

傍
ら
に
は
歌

碑
も
た
た
ず

ん
で
い
ま
し

た
。
な
お
、

忘
井
の
伝
承

地
は
嬉
野
宮

市
場
庄
町
の
南
端
で
、こ
こ
か
ら
先
は
久
米
町

に
入
り
ま
す
。

　
久
米
町
に
入
る
と
、街
道
が
大
き
く
カ
ー
ブ

し
、庚
申
堂・常
夜
灯・行
者
堂・山
ノ
神
２
基・

石
標
が
整
然
と
立
ち
並
ぶ
一
角
に
た
ど
り
着

き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治

時
代
に
か
け
て
立
て
ら
れ
た
も
の
。
多
く
の

参
拝
者
が
、こ
こ
で
旅
の
安
全
を
祈
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

　
カ
ー
ブ
に
沿
っ
て
歩
い
た
後
に
見
え
て
く
る

の
が
、南
北
朝
時
代
か
ら
続
く
名
家
、舟
木
家

の
屋
敷
で
す
。
同
家
で
は
、重
厚
感
の
あ
る
、な

古
町
内
に
も
あ
り
、

い
ず
れ
も
大
切
に
保

存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
忘
井
に
立
ち
寄
っ

た
後
は
、近
く
の
神

楽
寺
で
小
休
憩
す
る

の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

同
寺
に
は
見
ご
た
え

の
あ
る
山
門
や
藤
棚
が
あ
り
ま
す
。

　
再
び
、街
道
へ
と
戻
り
、大
正
７（
１
９
１

８
）年
建
立
の「
市
場
庄
公
会
堂（
旧
米
ノ
庄
村

役
場
）」を
眺
め
て
か
ら
進
む
と
、や
が
て「
格

子
戸
の
町
並
み
案
内
」と
記
さ
れ
た
大
き
な
案

内
板
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
が

ま
こ
壁
の
長
屋
門
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
舟
木
家
の
長
屋
門
を
見
学
し
、そ
の
少
し
南

に
た
た
ず
む
庚
申
堂
や
山
ノ
神
２
基
に
手
を

合
わ
せ
れ
ば
、終
点
の
近
鉄「
松
ヶ
崎
」駅
ま
で

は
５
、６
分
程
度
の
距
離
。
格
子
戸
の
あ
る
町

め
ぐ
り
は
、こ
れ
で
終
了
で
す
。

　
な
お
、同
駅
も
起
点
の
J
R「
六
軒
」駅
も
本

数
が
少
な
い
た
め
、事
前
に
時
刻
表
を
確
認
し

た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
起
点
を
近
鉄「
伊
勢

中
原
」駅
に
す
る
な
ど
、都
合
に
合
わ
せ
た

ル
ー
ト
を
選
択
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

□

三
渡
橋
を
渡
っ
て
六
軒
の
追
分
へ

市
場
庄
町
で
格
子
戸
め
ぐ
り

格
式
の
高
さ
を
示
す
長
屋
門

斎
王
ゆ
か
り
の
忘
井

松
阪
市 

六
軒
町
〜
市
場
庄
町
〜

久
米
町

格
子
戸
の
あ
る
町
を
歩
く

ろ
っ

け
ん

ち
ょ
う

ち
ょ
う

い
ち

ば

し
ょ
う

問
　
「
格
子
戸
の
会
」
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わ
た
り
は
し

わ
す
れ
い

み

START

■ 行程図　所要時間／約2時間 ※所要時間は、おおよその目安です。

約８００ｍ

約300ｍ

約６００ｍ 約100ｍＪＲ「六軒」駅 三渡橋・常夜灯・道標

約３００ｍ約1００ｍ 庚申堂・山ノ神２基舟木家長屋門 近鉄「松ヶ崎」駅

道標（「忘井之道」）
約２００ｍ 約5００ｍ

約100ｍ

庚申堂・常夜灯・行者堂・山ノ神２基・石標

忘井

案内板 「市場庄公会堂」

三渡橋

常夜灯

道標

市場庄町の家並み

屋号「的屋跡」を記した木札

忘井歌碑

神楽寺の山門

「市場庄公会堂」

案内板

久米町の伊勢街道沿いに立ち並ぶ
行者堂や山ノ神など

旧磯部屋の講看板旧磯部屋の講看板

舟木家長屋門舟木家長屋門

　
四
日
市
市
の「
日
永
の
追
分
」で
東
海
道
と
分
岐

し
、
津
市
・
松
阪
市
な
ど
を
経
て
伊
勢
神
宮
へ
と
向

か
う
道
筋
は
、
伊
勢
街
道
と
称
さ
れ
ま
す
。
こ
の
街

道
沿
い
に
続
く
松
阪
市
市
場
庄
町
周
辺
の
家
並
み
に

は
、
妻
入
り
の
屋
根
や
格
子
戸
の
あ
る
家
が
見
ら
れ
、

情
緒
が
漂
い
ま
す
。

　
今
か
ら
20
年
前
、
格
子
戸
の
あ
る
家
並
み
を
未

来
へ
と
受
け
継
ぐ
た
め
に
設
立
さ
れ
た
の
が
、「
格
子

戸
の
会
」
で
す
。
タ
ウ
ン
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
や
ワ
ー
ク

シ
ョッ
プ
な
ど
で
地
域
の
魅
力
を
再
発
見
す
る
中
、

各
家
の
屋
号
を
杉
板
に
書
い
て
掲
げ
る
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
活
動
を
行
って
き
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
地
域
の〝
宝
物
〞、
格
子
戸
の
あ
る
町

を
ゆっ
く
り
と
散
策
し
ま
す
。

ぶ
く
ろ

ひ

ほ
う
ふ
つ

し
ょ
う
き

て
ん

あ
いか

い こ

え
い

さ
ん

し
ん

よ
ね

こ
う
し
ん
ど
う

し
ょ
う
む
ら

の

ら
く
じ

580

42

23

ＪＲ「六軒」駅

三渡橋・
常夜灯・道標
三渡橋・
常夜灯・道標

「市場庄公会堂」

案内板

近鉄「松ヶ崎」駅

忘井
道標（「忘井之道」）道標（「忘井之道」） 神楽寺

近鉄「伊勢中原」駅

近鉄山田線

J
R
紀
勢
本
線

J
R
紀
勢
本
線

伊
勢
街
道

庚申堂・常夜灯・
行者堂・山ノ神２基・石標
庚申堂・常夜灯・
行者堂・山ノ神２基・石標

舟木家長屋門
庚申堂・山ノ神２基
舟木家長屋門

庚申堂・山ノ神２基

三渡川

今回の案内
人は「格子戸
の会」代表の
中村 文恵さ
ん。「武四郎
まつり実行

委員会」副委員長も務めるな
ど、市内の有形無形の歴史遺
産を守るため、日々尽力して
いらっしゃいます。

至JR「津」駅 至津市

至
明
和
町

至JR「松阪」駅 至近鉄「松阪」駅

至
近
鉄「
伊
勢
中
川
」駅




