
季
節
を
知
っ
た
ら

　
暮
ら
し
が
楽
し
く
な
っ
た

大
寒

　
　

辰
年
の
今
年
、な
ん
と
も
縁
起
の
良
い
井
戸
が
あ
り
ま
す
。そ
の
名
も
「
辰
の
井
」
。

伊
勢
市
神
社
港
の
御
食
神
社
の
境
内
に
あ
る
井
戸
で
す
。
伊
勢
神
宮
の
一
二
五
社
の

一
つ
で
、
外
宮
の
摂
社
に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
井
戸
の
水
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、

「
初
辰
」
の
日
で
す
。

　
　

今
年
初
め
て
の
辰
の
日
は
一
月
五
日
。
霜
の
降
り
る
朝
、
勢
田
川
の
河
口
、
神
社
港
へ

向
か
い
ま
し
た
。古
い
家
並
が
残
る
界
わ
い
。
路
地
を
行
く
と
、
御
食
神
社
の
鳥
居

前

に
は
提
灯
が
立
て
ら
れ
、「
初
辰
の
水
」
を
墨
書
さ
れ
た
白
い
幟
が
は
た
め
い
て
い
ま
し
た
。

す
っ
き
り
と
清
掃
が
行
き
届
き
、
清
々
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。「
初
辰
の
水
」
と

背
中
に
記
さ
れ
た
白
半
被
姿
の
男
性
た
ち
が
迎
え
て
く
れ
ま
す
。
手
に
ポ
リ
タ
ン
ク
を

持
っ
た
地
元
の
方
た
ち
が
次
々
と
や
っ
て
き
て
は
、
水
を
満
た
し
て
も
ら
い
、
帰
っ
て
い
き

ま
す
。
私
も
受
け
よ
う
と
声
を
か
け
る
と
、
ま
ず
は
タ
ネ
を
入
れ
て
も
ら
っ
て
く
る

よ
う
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た

。
社
殿
前
の
と
こ
ろ
で
、
少
し
水
を
水

筒
に
入
れ
て

も
ら
い
ま
し
た
。
こ
の
水
は
潮
気
が
あ
る
そ
う
で
す
。
そ
の
あ
と
、
辰
の
井
か
ら
汲
み

上
げ
た
水
で
水
筒
を
た
っ
ぷ
り
満
た
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
こ
の
水
は
、
飲
水
は
せ
ず
、

家
の
周
囲
の
塀
に
撒
く
と
、
火
災
除
け
に
な
る
と
い
い
ま
す
。
私
も
、
自
宅
の
周
囲
に

「
初
辰
」
の
水
を
撒
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
御
札
も
受
け
ま
し
た
。「
火
難
水
難
防
除
辰

之
井
守
護
神
符
」
と
書
か
れ
た
御
札
は
、
台
所
に
貼
る
の
だ
そ
う
で
す
。

　
　
「
初
辰
の
水
」
は
季
語
に
も
。
正
月
最
初
の
辰
の
日
に
、
屋
根
に
水
ま
た
は
海
水
を

打
っ
て
火
災
を
防
ぐ
ま
じ
な
い
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
タ
ネ
は
海
水
か
も

し
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
は
、
貴
人
の
屋
根
な
ど
で
、
辰
の
時
刻
に
辰
年

の
男
性
が
台
所
の
屋
根
に
水
を
撒
く
辰
祭
り
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
す
。
人
々
の
火
災
を

除
け
た
い
と
い
う
切
な
る
願
い
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
　

こ
の
御
食
神
社
は
、
倭
姫
命
に
御
水
を
奉
っ
た
老
人
の
霊
を
食
の
神
と
し
て
ま
つ

り
ま
す
。古
く
か
ら
祀
ら
れ
る
御
食
神
社
は
、
今
も
神
社
港
の
人
々
に
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
月
二
十
日

だ
い
か
ん

〜
第
四
一
一
号
〜

初
辰
の
水

文
　
　
千
種

清
美

せ

  

た

か
み
や
し
ろ

は
つ
た
つ

み

けや
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と

せ
っ
し
ゃ



おかげ横丁

五十鈴茶屋

五十鈴塾

おかげの里便り

節分の市
旧暦では、立春を一年の始まりとし、その前日の節分は現在の大晦日と同じ
ように考えていたため、昔から1年の幸せを願う様々な行事が行われていま
した。
おかげ横丁では、各お店が一斉に福を呼び込み、町中が福でいっぱいになる
「節分の市」を開催します。

日　時／1月27日（土）～2月3日（土）10：00～17：00

          　※時間は催しにより異なる

場　所／おかげ横丁一帯

縁起の市
節分の豆まきに使うお面や豆のほか、魔除け・厄払いの意味があるといわれている「厄除けいわし」

などを揃えた賑やかな市です。

場所／おかげ横丁内「特設屋台」　

子供鬼やらい
横丁に現れたいたずら鬼を、子どもたちが豆をまいて追い払います。

※雨天の際には、主催者の判断により中止となる場合がございます。

日　時／2月3日（土）11：00～11：30

場　所／おかげ横丁一帯

宝舟・豆まき
今年の福人（年男・年女）が、「宝舟の絵」と「豆」が入った小袋を太鼓櫓の上から降らせます。

日　時／2月3日（土）15：00～

場　所／おかげ横丁「太鼓櫓」周辺

お問い合わせ/おかげ横丁総合案内「おみやげや」電話0596-23-8838

三重の大地を東西に走る中央構造線、それは大断層
国の天然記念物に指定されている中央構造線の大きな崖が松阪市飯高町月出で見ることができます。

中央構造線とは規模が非常に大きい断層のことで、東は関東から西は九州東端までの延長約1000㎞に

達し、この構造線を境にして全く成因のちがう岩石が接しています。講座ではこのような大断層が

どのようにしてできてきたのかを紐解き考えてみたいと思います。またなぜか、中央構造線に沿って、

神宮をはじめ神社仏閣などが数多く建立されているのです。その不思議にも迫ります。

日　時／1月29日（月）13：30～15：00

講　師／津村　善博（三重県総合博物館非常勤学芸員）

参加費／一般 1,450円　　会員 950円

場　所／五十鈴塾右王舎

　五十鈴茶屋節気菓子

雪の下から若芽を吹かせ、冬の終わりを教えてくれる蕗の薹を洋酒が

香る黄身しぐれで表現しました。

雪が舞う中、凛と咲く姿が印象的な寒牡丹。

白餡の練り切りでその美しさを表現しました。 

立春を迎える節分の豆まき。煎った大豆を福豆といいます。

お多福豆の餡で白餡を包み、節分にちなんだお菓子に仕上げました。福       豆

寒  牡  丹

蕗  の  薹

ふく　　　　 まめ

　かん　　ぼ　 たん

　ふき　　　　　とう

講座についてのお問い合わせ・お申込み／電話0596-20-8251


