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海
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釡屋川

堀切川

江
島
本
町

白
子

寺
家

常夜燈

道標

お話を伺ったのは、子安観音寺（白子
山観音寺）住職の後藤 泰成（たいせ
い）さん。伊勢型紙発祥にまつわる物
語や、最近復活した「富貴絵（ふきえ）」
について詳しく教えていただきました。

時
代
成
立
の『
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
』で「
繫
昌

の
湊
な
り
」と
紹
介
さ
れ
た
よ
う
に
、白
子
港

一
帯
に
は
廻
船
業
者
な
ど
の
問
屋
が
建
ち
並

ん
で
い
た
と
い
い
ま
す
。
同
神
社
に
は
、こ
う

し
た
業
者
が
奉
納
し
た
絵
馬
が
多
数
保
存
さ

れ
、71
面
が
県
の
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
な
お
、事
前
予
約
で
、絵
馬
の

見
学
が
可
能
で
す
。

　
江
島
若
宮
八
幡
神
社
と
、近
く
に
建
つ
大
き

な
常
夜
燈
に
別
れ
を
告
げ
て
、神
社
の
西
側
を

通
る
道
に
戻
り
、南
へ
と
進
み
ま
す
。
こ
の
道

が
伊
勢
街
道
で
、と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
連
子
格
子

の
家
を
見
か
け
ま
し
た
。
そ
の
中
で
存
在
感

　
今
回
の
散
策
は
、近
鉄「
白
子
」駅
東
口
か
ら

始
ま
り
ま
す
が
、そ
の
前
に
立
ち
寄
り
た
い
の

が
、同
駅
西
口
近
く
の「
鈴
鹿
市
観
光
案
内
所
」

で
す
。
地
図
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
が
揃
っ

て
お
り
、必
要
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
。

　
案
内
所
を
後
に
し
て
、駅
の
東
口
か
ら
北
東

へ
向
け
て
15
分
程
度
歩
く
と
、松
林
に
守
ら
れ

る
よ
う
に
た
た
ず
む
神
社
が
姿
を
現
し
ま
し

た
。
海
上
安
全
と
安
産
の
神
様
と
し
て
信
仰

を
集
め
る
、江
島
若
宮
八
幡
神
社
で
す
。
江
戸

を
放
っ
て
い
た
の
が
、軒
下
に「
油
屋
忠
兵
衛
」

と
掲
げ
ら
れ
た
建
物
。
江
戸
時
代
に
は
肥
料・

油・米
な
ど
を
商
う
廻
船
問
屋
だ
っ
た
伊
達
家

住
宅
で
、主
屋
は
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
伊
勢
街
道
か
ら
一
時
離
れ
て
、次
に
訪
ね
た

の
は「
伊
勢
型
紙
資
料
館
」で
す
。
同
館
は
、白

子
屈
指
の
型
紙
問
屋
だ
っ
た
寺
尾
家
の
住
宅

を
修
復
し
て
、平
成
９（
１
９
９
７
）年
に
開
館
。

関
連
資
料
を
無
料
で
公
開
し
て
い
ま
す
。「
伊

勢
型
紙
」と
は
、着
物
な
ど
の
文
様
を
染
め
る

ま
す
。
途
中
で「
さ
ん
ぐ
う
道
」な
ど
と
刻
ま

れ
た
道
標
に
案
内
さ
れ
て
釡
屋
川
を
渡
り
、西

へ
方
向
を
変
え
る
と
、堂
々
と
し
た
赤
い
門
が

現
れ
ま
し
た
。
元
禄
16（
１
７
０
３
）年
に
建

立
さ
れ
た
同
寺
の
仁
王
門
で
、県
の
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。「
伊
勢
型
紙
」発
祥
の

物
語
が
伝
わ
る
の
は
、境
内
に
枝
を
広
げ
る

「
不
断
桜
」で
、中
で
も
有
名
な
話
が
、久
太
夫

と
い
う
翁
が
虫
食
い
の
葉
の
模
様
に
感
得
し

た
の
が
始
ま
り
と
い
う
も
の
で
す
。

た
め
に
用
い
ら
れ
た
型
紙
の
こ
と
。
和
紙
を

柿
渋
で
加
工
し
た
型
地
紙
に
、彫
刻
刀
で
彫
ら

れ
た
精
緻
な
文
様
は
人
々
を
魅
了
し
、着
物
文

化
の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。な

お
、こ
の
文
様
を
彫
る
に
は
高
度
に
熟
練
し
た

技
術
と
根
気・忍
耐
力
を
要
し
ま
す
。
平
成
５

（
１
９
９
３
）年
に
は「
伊
勢
型
紙
技
術
保
存

会
」が
国
の
重
要
無
形
文
化
財
保
持
団
体
に
認

定
さ
れ
、技
の
保
持・伝
承
が
続
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
「
伊
勢
型
紙
資
料
館
」に
立
ち
寄
っ
た
後
は

再
び
伊
勢
街
道
に
戻
り
、次
は「
伊
勢
型
紙
」発

祥
に
関
わ
る
と
い
う
子
安
観
音
寺
を
め
ざ
し

　
天
平
勝
宝
年

間（
７
４
９
〜

７
５
７
）に
聖

武
天
皇
の
勅
願

所
と
し
て
創
建

さ
れ
た
同
寺
の

ご
本
尊
は
、百

衣
観
世
音
で
す
。

古
く
か
ら
安

産
・
子
育
て
の

霊
場
と
し
て
知

ら
れ
、参
拝
者

も
多
く
訪
れ
ま

し
た
が
、参
拝

記
念
の
お
土
産

と
し
て
売
ら
れ

て
い
た
の
が

「
富
貴（
久
）絵
」

で
し
た
。「
一
時
途
絶
え
て
い
ま
し
た
が
、最

近
に
な
っ
て『
伊
勢
形
紙
協
同
組
合
』の
ご
協

力
で
復
活
で
き
ま
し
た
」と
住
職
の
後
藤 

泰

成
さ
ん
。
住
職
に
見
せ
て
も
ら
う
と
、大
き
な

絵
葉
書
ぐ
ら
い
の
サ
イ
ズ
の
型
紙
に
、境
内
の

で
同
寺
を
後
に
し
ま
す
。
仁
王
門

か
ら
南
へ
と
続
く
道
が
、磯
山
へ
と

向
か
う
伊
勢
街
道
で
す
が
、今
回
は

東
へ
進
み
ま
す
。
す
る
と
、マ
ツ
の

大
木
が
生
い
茂
る
海
岸
が
目
の
前

に
現
れ
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
一

帯
が
鼓
ヶ
浦
海
岸
で
、散
策
な
ど
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。な
お
、

子
安
観
音
寺
の
本
尊
が
、こ
の
海
か

ら
鼓
に
乗
っ
て
現
れ
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
名
が
付
い
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

　
白
砂
青
松
の
海
岸
を
眺
め
た
後
は
、近
く
の

「
鈴
鹿
市
伝
統
産
業
会
館
」へ
向
か
い
ま
す
。

同
館
で
は
、毎
週
日
曜
日
に
は「
伊
勢
型
紙
」、

第
２・第
４
日
曜
日
に
は「
鈴
鹿
墨
」の
実
演
を

行
っ
て
い
て
見
学
が
可
能
で
す
。「
鈴
鹿
墨
」

の
歴
史
は
古
く
、８
世
紀
に
ま
で
遡
る
と
も
伝

わ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
な
り
、上
質
な
墨
が

必
要
に
な
っ
た
こ
と
や
、紀
州
藩
の
保
護
も
あ

り
、急
速
に
発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。
現
在
は
、

経
済
産
業
大
臣
指
定
の
伝
統
的
工
芸
品
と
し

て
、そ
の
技
が
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

同
館
で
は
し
お
り
彫
刻
体
験
に
加
え
て
、は
が

各
建
物
な
ど
が

彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
き
さ
や
文
様
は
異
な

る
も
の
の
、「
伊
勢
型
紙
」と
似
て
い
る
こ
と
に

気
付
き
ま
す
。
同
寺
の
周
囲
に
は
、多
く
の
型

紙
職
人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、か
つ
て
は
こ

の
職
人
た
ち
が「
富
貴
絵
」も
制
作
し
て
販
売

し
て
い
た
の
だ
と
教
わ
り
ま
す
。
両
者
と
も

に
発
祥
に
関
し
て
確
実
な
こ
と
は
不
明
で
す

が
、こ
の「
富
貴
絵
」が
元
と
な
っ
て「
伊
勢
型

紙
」へ
と
発
展
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
白
子
地
区
と
同
寺
の
深
い
関
わ
り
な
ど
を

住
職
に
教
わ
っ
た
後
は
、名
残
惜
し
い
気
持
ち

き
や
ミ
ニ
色
紙
彫
刻
体
験
な
ど
も
で
き
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
に
予
約
方
法
、料
金
、所
要
時
間
が

異
な
る
た
め
、都
合
に
合
わ
せ
て
事
前
に
確
認

す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
「
鈴
鹿
市
伝
統
産
業
会
館
」か
ら
近
鉄「
鼓
ヶ

浦
」駅
ま
で
は
徒
歩
約
10
分
の
距
離
。
伊
勢
街

道
沿
い
に
息
づ
く
歴
史
や
伝
統
産
業
を
巡
る

散
策
は
こ
れ
で
終
了
で
す
。
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伊
勢
街
道
に
息
づ
く
伝
統
産
業

　
四
日
市
市
の「
日
永
の
追
分
」で
東
海
道

と
分
か
れ
て
南
へ
向
か
い
、現
在
の
鈴
鹿
市

白
子
地
区（
江
島
・
白
子
・
寺
家
）な
ど
を

経
て
伊
勢
へ
と
至
る
道
筋
は
、伊
勢
街
道

と
呼
ば
れ
ま
す
。〝
参
宮
街
道
〞と
も
称
さ

れ
る
街
道
は
、江
戸
時
代
を
通
し
て
伊
勢

参
り
の
人
々
で
賑
わ
い
、多
く
の
物
資
や

情
報
が
行
き
交
い
ま
し
た
。

　
今
回
は
、伊
勢
街
道
に
沿
っ
て
続
く
白

子
地
区
を
中
心
に
歩
き
ま
す
。
か
つ
て
の

繁
栄
の
面
影
を
残
す
神
社
や
、伝
統
産
業

発
祥
に
ま
つ
わ
る
物
語
が
伝
わ
る
名
刹
に

加
え
て
、伝
統
産
業
を
見
学・体
験
で
き
る

施
設
も
あ
り
、充
実
し
た
時
間
を
過
ご
せ

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

START

■ 行程図　所要時間／約3時間 ※所要時間は、おおよその目安です。
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※
印
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※
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廻
船
業
で
繁
栄
し
た
白
子
港

「
伊
勢
型
紙
資
料
館
」

子
安
観
音
寺
と
、

復
活
し
た「
富
貴
絵
」

鼓
ヶ
浦
海
岸
か
ら

「
鈴
鹿
市
伝
統
産
業
会
館
」へ
　

江島若宮八幡神社

文政３（１８２０）年に寄進され、かつては灯台の
役目も果たしていた常夜燈

伊達家住宅

「伊勢型紙資料館」（TEL０５９‐３６８‐０２４０）

地域住民が何度も建て直し、今では
町のシンボルとなっている道標「富貴絵」

子安観音寺の仁王門

子安観音寺本堂内部「鈴鹿市伝統産業会館」（TEL０５９‐３８６‒７５１１）

鼓ヶ浦海岸

「不断桜」（国指定天然記念物）

至四日市市

至津市

せ
い

て
ん
ぴ
ょ
う
し
ょ
う
ほ
う

ち
ょ
く
が
ん

び
ゃ
く

じ
ょえ

か
ま

さ
か
の
ぼ

や

ち

鈴
鹿
市 
白
子
地
区

江
島
本
町
〜
白
子
〜
寺
家

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

じ

け

め
い
さ
つ

か
い
せ
ん

ふ

き

え

つ
づ
み

う
ら

が

は
ん
じ
ょ
う

み
な
と

ち
ゅ
う
べ
え

だ

て

白子港



鈴鹿市観光案内所

23

伊
勢
街
道

近鉄名古屋線

伊
勢
街
道

江島若宮八幡神社

伊達家住宅

子
安
観
音
寺

「鈴鹿市伝統産業会館」

近鉄「白子」駅

近鉄「鼓ヶ浦」駅

「伊勢型紙資料館」

鼓ヶ浦
海
岸

釡屋川

堀切川

江
島
本
町

白
子

寺
家

常夜燈

道標

お話を伺ったのは、子安観音寺（白子
山観音寺）住職の後藤 泰成（たいせ
い）さん。伊勢型紙発祥にまつわる物
語や、最近復活した「富貴絵（ふきえ）」
について詳しく教えていただきました。

時
代
成
立
の『
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
』で「
繫
昌

の
湊
な
り
」と
紹
介
さ
れ
た
よ
う
に
、白
子
港

一
帯
に
は
廻
船
業
者
な
ど
の
問
屋
が
建
ち
並

ん
で
い
た
と
い
い
ま
す
。
同
神
社
に
は
、こ
う

し
た
業
者
が
奉
納
し
た
絵
馬
が
多
数
保
存
さ

れ
、71
面
が
県
の
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
な
お
、事
前
予
約
で
、絵
馬
の

見
学
が
可
能
で
す
。

　
江
島
若
宮
八
幡
神
社
と
、近
く
に
建
つ
大
き

な
常
夜
燈
に
別
れ
を
告
げ
て
、神
社
の
西
側
を

通
る
道
に
戻
り
、南
へ
と
進
み
ま
す
。
こ
の
道

が
伊
勢
街
道
で
、と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
連
子
格
子

の
家
を
見
か
け
ま
し
た
。
そ
の
中
で
存
在
感

　
今
回
の
散
策
は
、近
鉄「
白
子
」駅
東
口
か
ら

始
ま
り
ま
す
が
、そ
の
前
に
立
ち
寄
り
た
い
の

が
、同
駅
西
口
近
く
の「
鈴
鹿
市
観
光
案
内
所
」

で
す
。
地
図
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
が
揃
っ

て
お
り
、必
要
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
。

　
案
内
所
を
後
に
し
て
、駅
の
東
口
か
ら
北
東

へ
向
け
て
15
分
程
度
歩
く
と
、松
林
に
守
ら
れ

る
よ
う
に
た
た
ず
む
神
社
が
姿
を
現
し
ま
し

た
。
海
上
安
全
と
安
産
の
神
様
と
し
て
信
仰

を
集
め
る
、江
島
若
宮
八
幡
神
社
で
す
。
江
戸

を
放
っ
て
い
た
の
が
、軒
下
に「
油
屋
忠
兵
衛
」

と
掲
げ
ら
れ
た
建
物
。
江
戸
時
代
に
は
肥
料・

油・米
な
ど
を
商
う
廻
船
問
屋
だ
っ
た
伊
達
家

住
宅
で
、主
屋
は
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
伊
勢
街
道
か
ら
一
時
離
れ
て
、次
に
訪
ね
た

の
は「
伊
勢
型
紙
資
料
館
」で
す
。
同
館
は
、白

子
屈
指
の
型
紙
問
屋
だ
っ
た
寺
尾
家
の
住
宅

を
修
復
し
て
、平
成
９（
１
９
９
７
）年
に
開
館
。

関
連
資
料
を
無
料
で
公
開
し
て
い
ま
す
。「
伊

勢
型
紙
」と
は
、着
物
な
ど
の
文
様
を
染
め
る

ま
す
。
途
中
で「
さ
ん
ぐ
う
道
」な
ど
と
刻
ま

れ
た
道
標
に
案
内
さ
れ
て
釡
屋
川
を
渡
り
、西

へ
方
向
を
変
え
る
と
、堂
々
と
し
た
赤
い
門
が

現
れ
ま
し
た
。
元
禄
16（
１
７
０
３
）年
に
建

立
さ
れ
た
同
寺
の
仁
王
門
で
、県
の
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。「
伊
勢
型
紙
」発
祥
の

物
語
が
伝
わ
る
の
は
、境
内
に
枝
を
広
げ
る

「
不
断
桜
」で
、中
で
も
有
名
な
話
が
、久
太
夫

と
い
う
翁
が
虫
食
い
の
葉
の
模
様
に
感
得
し

た
の
が
始
ま
り
と
い
う
も
の
で
す
。

た
め
に
用
い
ら
れ
た
型
紙
の
こ
と
。
和
紙
を

柿
渋
で
加
工
し
た
型
地
紙
に
、彫
刻
刀
で
彫
ら

れ
た
精
緻
な
文
様
は
人
々
を
魅
了
し
、着
物
文

化
の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。な

お
、こ
の
文
様
を
彫
る
に
は
高
度
に
熟
練
し
た

技
術
と
根
気・忍
耐
力
を
要
し
ま
す
。
平
成
５

（
１
９
９
３
）年
に
は「
伊
勢
型
紙
技
術
保
存

会
」が
国
の
重
要
無
形
文
化
財
保
持
団
体
に
認

定
さ
れ
、技
の
保
持・伝
承
が
続
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
「
伊
勢
型
紙
資
料
館
」に
立
ち
寄
っ
た
後
は

再
び
伊
勢
街
道
に
戻
り
、次
は「
伊
勢
型
紙
」発

祥
に
関
わ
る
と
い
う
子
安
観
音
寺
を
め
ざ
し

　
天
平
勝
宝
年

間（
７
４
９
〜

７
５
７
）に
聖

武
天
皇
の
勅
願

所
と
し
て
創
建

さ
れ
た
同
寺
の

ご
本
尊
は
、百

衣
観
世
音
で
す
。

古
く
か
ら
安

産
・
子
育
て
の

霊
場
と
し
て
知

ら
れ
、参
拝
者

も
多
く
訪
れ
ま

し
た
が
、参
拝

記
念
の
お
土
産

と
し
て
売
ら
れ

て
い
た
の
が

「
富
貴（
久
）絵
」

で
し
た
。「
一
時
途
絶
え
て
い
ま
し
た
が
、最

近
に
な
っ
て『
伊
勢
形
紙
協
同
組
合
』の
ご
協

力
で
復
活
で
き
ま
し
た
」と
住
職
の
後
藤 

泰

成
さ
ん
。
住
職
に
見
せ
て
も
ら
う
と
、大
き
な

絵
葉
書
ぐ
ら
い
の
サ
イ
ズ
の
型
紙
に
、境
内
の

で
同
寺
を
後
に
し
ま
す
。
仁
王
門

か
ら
南
へ
と
続
く
道
が
、磯
山
へ
と

向
か
う
伊
勢
街
道
で
す
が
、今
回
は

東
へ
進
み
ま
す
。
す
る
と
、マ
ツ
の

大
木
が
生
い
茂
る
海
岸
が
目
の
前

に
現
れ
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
一

帯
が
鼓
ヶ
浦
海
岸
で
、散
策
な
ど
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。な
お
、

子
安
観
音
寺
の
本
尊
が
、こ
の
海
か

ら
鼓
に
乗
っ
て
現
れ
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
名
が
付
い
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

　
白
砂
青
松
の
海
岸
を
眺
め
た
後
は
、近
く
の

「
鈴
鹿
市
伝
統
産
業
会
館
」へ
向
か
い
ま
す
。

同
館
で
は
、毎
週
日
曜
日
に
は「
伊
勢
型
紙
」、

第
２・第
４
日
曜
日
に
は「
鈴
鹿
墨
」の
実
演
を

行
っ
て
い
て
見
学
が
可
能
で
す
。「
鈴
鹿
墨
」

の
歴
史
は
古
く
、８
世
紀
に
ま
で
遡
る
と
も
伝

わ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
な
り
、上
質
な
墨
が

必
要
に
な
っ
た
こ
と
や
、紀
州
藩
の
保
護
も
あ

り
、急
速
に
発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。
現
在
は
、

経
済
産
業
大
臣
指
定
の
伝
統
的
工
芸
品
と
し

て
、そ
の
技
が
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

同
館
で
は
し
お
り
彫
刻
体
験
に
加
え
て
、は
が

各
建
物
な
ど
が

彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
き
さ
や
文
様
は
異
な

る
も
の
の
、「
伊
勢
型
紙
」と
似
て
い
る
こ
と
に

気
付
き
ま
す
。
同
寺
の
周
囲
に
は
、多
く
の
型

紙
職
人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、か
つ
て
は
こ

の
職
人
た
ち
が「
富
貴
絵
」も
制
作
し
て
販
売

し
て
い
た
の
だ
と
教
わ
り
ま
す
。
両
者
と
も

に
発
祥
に
関
し
て
確
実
な
こ
と
は
不
明
で
す

が
、こ
の「
富
貴
絵
」が
元
と
な
っ
て「
伊
勢
型

紙
」へ
と
発
展
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
白
子
地
区
と
同
寺
の
深
い
関
わ
り
な
ど
を

住
職
に
教
わ
っ
た
後
は
、名
残
惜
し
い
気
持
ち

き
や
ミ
ニ
色
紙
彫
刻
体
験
な
ど
も
で
き
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
に
予
約
方
法
、料
金
、所
要
時
間
が

異
な
る
た
め
、都
合
に
合
わ
せ
て
事
前
に
確
認

す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
「
鈴
鹿
市
伝
統
産
業
会
館
」か
ら
近
鉄「
鼓
ヶ

浦
」駅
ま
で
は
徒
歩
約
10
分
の
距
離
。
伊
勢
街

道
沿
い
に
息
づ
く
歴
史
や
伝
統
産
業
を
巡
る

散
策
は
こ
れ
で
終
了
で
す
。
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伊
勢
街
道
に
息
づ
く
伝
統
産
業

　
四
日
市
市
の「
日
永
の
追
分
」で
東
海
道

と
分
か
れ
て
南
へ
向
か
い
、現
在
の
鈴
鹿
市

白
子
地
区（
江
島
・
白
子
・
寺
家
）な
ど
を

経
て
伊
勢
へ
と
至
る
道
筋
は
、伊
勢
街
道

と
呼
ば
れ
ま
す
。〝
参
宮
街
道
〞と
も
称
さ

れ
る
街
道
は
、江
戸
時
代
を
通
し
て
伊
勢

参
り
の
人
々
で
賑
わ
い
、多
く
の
物
資
や

情
報
が
行
き
交
い
ま
し
た
。

　
今
回
は
、伊
勢
街
道
に
沿
っ
て
続
く
白

子
地
区
を
中
心
に
歩
き
ま
す
。
か
つ
て
の

繁
栄
の
面
影
を
残
す
神
社
や
、伝
統
産
業

発
祥
に
ま
つ
わ
る
物
語
が
伝
わ
る
名
刹
に

加
え
て
、伝
統
産
業
を
見
学・体
験
で
き
る

施
設
も
あ
り
、充
実
し
た
時
間
を
過
ご
せ

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

START

■ 行程図　所要時間／約3時間 ※所要時間は、おおよその目安です。

約1.1km 約600m 約500m

約550mすぐ 約1.4km約500m

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

問
　

一
般
社
団
法
人 

鈴
鹿
市
観
光
協
会

　
（
月
曜
日
定
休
）
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子
安
観
音
寺（
白
子
山
観
音
寺
）
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近鉄「白子」駅 江島若宮八幡神社 伊達家住宅 「伊勢型紙資料館」

子安観音寺鼓ヶ浦海岸「鈴鹿市伝統産業会館」近鉄「鼓ヶ浦」駅

※

16

廻
船
業
で
繁
栄
し
た
白
子
港

「
伊
勢
型
紙
資
料
館
」

子
安
観
音
寺
と
、

復
活
し
た「
富
貴
絵
」

鼓
ヶ
浦
海
岸
か
ら

「
鈴
鹿
市
伝
統
産
業
会
館
」へ
　

江島若宮八幡神社

文政３（１８２０）年に寄進され、かつては灯台の
役目も果たしていた常夜燈

伊達家住宅

「伊勢型紙資料館」（TEL０５９‐３６８‐０２４０）

地域住民が何度も建て直し、今では
町のシンボルとなっている道標「富貴絵」

子安観音寺の仁王門

子安観音寺本堂内部「鈴鹿市伝統産業会館」（TEL０５９‐３８６‒７５１１）

鼓ヶ浦海岸

「不断桜」（国指定天然記念物）

至四日市市

至津市

せ
い

て
ん
ぴ
ょ
う
し
ょ
う
ほ
う

ち
ょ
く
が
ん

び
ゃ
く

じ
ょえ

か
ま

さ
か
の
ぼ

や

ち

鈴
鹿
市 

白
子
地
区

江
島
本
町
〜
白
子
〜
寺
家

取
材
・
文
…
中
村 

真
由
美

じ

け

め
い
さ
つ

か
い
せ
ん

ふ

き

え

つ
づ
み

う
ら

が

は
ん
じ
ょ
う

み
な
と

ち
ゅ
う
べ
え

だ

て

白子港




