
外
宮
参
道
の
町
並
み

外
宮
の
参
道
は
、
近
鉄

線
・
Ｊ
Ｒ
線
の
伊
勢
市
駅

か
ら
直
線
で
境
内
へ
延
び

て
お
り
、
五
〇
〇
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
長
さ
が
あ
り
ま

す
。
参
道
は
街
路
事
業
に

よ
り
幅
も
広
く
舗
装
も
し

っ
か
り
し
て
お
り
、
駅
か

ら
来
る
参
拝
者
に
対
し
て

参
道
ら
し
い
雰
囲
気
を
作

っ
て
い
ま
す
。

参
道
に
面
す
る
建
物
は
新
し
い
も
の
が
多
く
、
昔
な
が
ら
の

建
物
は
少
な
い
感
じ
で
す
。
ま
た
、
駅
に
近
い
ほ
ど
空
き
地
が

目
立
ち
、
街
路
事
業
が
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
外
宮
の
参
道
と
い
う
歴
史
的
な
背
景
よ
り
も
、
駅
前
の
一

等
地
と
い
う
立
地
を
活
か
し
て
の
町
並
み
づ
く
り
を
行
い
、
商

業
の
活
性
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
っ
た
印
象
を
持
ち

ま
し
た
。
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お
伊
勢
参
り
と

伊
勢
市
内
の
町
並
み

伊
勢
神
宮
は
、
三
重
県
伊
勢
市
に
所
在
し
ま
す
。
神
社
本
庁

の
本
宗
で
、
単
に
「
神
宮
」
と
い
う
と
き
は
伊
勢
神
宮
の
こ
と

を
指
し
ま
す
。
外
宮
（
げ
く
う
）
と
内
宮
（
な
い
く
う
）
に
別

れ
、
外
宮
は
「
豊
受
大
神
宮
（
と
よ
う
け
だ
い
じ
ん
ぐ
う
）
」
、

内
宮
は
「
皇
大
神
宮
（
こ
う
た
い
じ
ん
ぐ
う
）
」
と
称
し
ま
す
。

歴
史
は
大
変
古
く
、
内
宮
は
垂
仁
天
皇
の
二
十
六
年
（
紀
元

前
四
年
）
に
、
外
宮
は
そ
の
五
〇
〇
年
後
に
鎮
座
さ
れ
た
と
い

い
、
「
日
本
人
の
総
氏
神
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
す
。

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
庶
民
の
間
で
お
伊
勢
参
り
（
お
陰
参

り
）
が
大
流
行
し
、
当
時
の
人
口
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た

る
人
々
が
押
し
寄
せ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
神
宮
へ

の
参
道
に
町
並
み
が
形
成
さ
れ
、
多
く
の
参
拝
者
に
対
応
で
き

る
よ
う
に
、
宿
泊
や
土
産
、
食
事
な
ど
の
商
売
が
盛
ん
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
神
宮
の
近
く

に
は
、
水
運
を
利
用
し
た
問

屋
街
で
あ
る
河
崎
地
区
が
あ

り
、
大
量
の
物
資
が
参
道
の

商
店
や
参
拝
者
に
供
給
さ
れ
、

豊
富
な
資
金
か
ら
優
れ
た
町

並
み
を
作
り
上
げ
ま
し
た
。

い
ず
れ
も
伝
建
地
区
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
伊
勢
市
の

三
地
区
を
紹
介
し
ま
す
。

河
崎
の
町
並
み

河
崎
は
勢
田
川
を
利
用
し
た
水
運
で
栄
え
た
問
屋
街
で
す
。

船
を
川
沿
い
の
蔵
に
横
付
け
し
て
直
接
荷
を
運
び
込
む
形
式

で
、
米
や
酒
、
海
産
物
な
ど
が
運
ば
れ
て
き
ま
し
た
。

水
運
は
や
が
て
陸
上
輸
送
に
代
わ
り
、
そ
の
た
め
町
並
み
は

急
速
に
廃
れ
て
い
き
ま
し
た
が
、
地
元
の
有
志
に
よ
り
昭
和
五

十
四
年
に
「
伊
勢
河
崎
の
歴
史
と
文
化
を
育
て
る
会
」
が
結
成

さ
れ
、
河
崎
と
勢
田
川
を
次
代
へ
伝
承
す
る
た
め
、
保
存
啓
蒙

活
動
や
蔵
を
使
っ
た
シ
ョ
ッ
プ
の
開
設
、
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て

い
ま
す
。
平
成
十
四
年
に
は
活
動
の
拠
点
と
な
る
「
伊
勢
河
崎

商
人
館
」
を
、
翌
十
五
年
に
「
河
崎
・
川
の
駅
」
を
開
館
し
、

フ
ォ
ー
ラ
ム
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
多
数
開
催
し
ま
し
た
。

内宮御正殿前の石段。ここから先は撮影禁止です。

伊勢市駅前。駅には近鉄と JR が乗り入れており、
まさに外宮の玄関口です。

数少ない古建築。下は大正創業の旅館。

伊勢河崎商人館。NPO 法人伊勢河崎まち
づくり衆が運営しています。

勢田川と川に沿って形成された町並み。

商人館の前にある土蔵群。複数の店が営業
しています。

船から直接蔵へ物資を入れるため、船着場
が附属した土蔵。



内
宮
参
道
の
町
並
み

内
宮
の
参
道
は
、
通

称
「
お
は
ら
い
町
通
り
」

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

全
長
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
通
り
の
両
脇
に

は
、
び
っ
し
り
と
商
店

が
建
ち
並
び
、
所
ど
こ

ろ
に
残
さ
れ
た
古
建
築

に
倣
っ
た
、
統
一
感
の

あ
る
町
並
み
が
形
成
さ

れ
て
い
ま
す
。
通
り
の

ほ
ぼ
中
央
の
五
十
鈴
川
側
に
銘
菓
・
赤
福
の
本
店
が
あ
り
、
そ

の
向
か
い
に
は
「
お
か
げ
横
丁
」
と
い
う
新
し
い
町
並
み
が
、

平
成
五
年
に
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

《
お
は
ら
い
町
通
り
》

内
宮
か
ら
五
十
鈴
川
に
沿
っ
て
緩
や
か
に
弧
を
描
く
よ
う

に
整
備
さ
れ
た
参
道
で
、
内
宮
前
か
ら
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
位
の

間
は
、
土
産
や
食
事
な
ど
の
商
店
が
隙
間
な
く
並
び
、
後
の
三

〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
は
町
並
み
も
ま
ば
ら
に
な
っ
て
き
ま
す
。

賑
や
か
な
参
道
は
も
う

こ
れ
以
上
建
物
の
改
造
や

建
て
増
し
が
で
き
な
い
状

況
で
す
が
、
内
宮
か
ら
離

れ
た
建
物
が
ま
ば
ら
な
参

道
で
は
、
既
存
の
建
物
を

使
っ
た
新
た
な
商
店
や
レ

ス
ト
ラ
ン
が
で
き
つ
つ
あ

り
、
街
を
作
る
意
気
込
み

が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

《
お
か
げ
横
丁
》

お
か
げ
横
丁
は
参
道
の
ほ
ぼ
中
央
か
ら
西
へ
張
り
出
す
よ

う
に
整
備
さ
れ
た
新
し
い
町
並
み
で
、
平
成
五
年
の
神
宮
式
年

遷
宮
を
記
念
し
て
作
ら
れ
ま
し
た
。
建
物
は
移
築
さ
れ
た
も
の

も
多
く
、
土
産
屋
や
食
堂
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
多
く

の
参
拝
客
が
立
ち
寄
る
、
一
大
観
光
地
と
な
り
ま
し
た
。

伊
勢
神
宮
は
、
平
成
二
十
五
年
に
二
〇
年
に
一
度
の
遷
宮

が
行
わ
れ
ま
す
。
参
拝
の
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
そ
の

近
く
に
あ
る
町
並
み
も
ご
一
緒
に
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

五十鈴川と参道の背後。静かなたたずまいです。

五十鈴川にかかる宇治橋を渡って内宮に向かいます。おはらい町通り。大変な賑わいでした。

賑わいはありませんが、残されている古建築は大
きな可能性を持っています。

中央の建物が赤福本店で、その前の通りがおは
らい町通り（参道）です。

おはらい町通りからおかげ横丁を見たところ。おは
らい町通りと違和感なく一体化しています。

←内宮

五十鈴川赤福本店

おはらい町
通り


