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節分(２月３日)と立春(２月４日)
せ つ ぶ ん が つ み っ か り っ し ゅ ん が つ よ っ か

１２月から１月にかけて、寒波の襲来で気温が低い日が多くありました。
がつ がつ か ん ぱ しゅうらい き お ん ひく ひ おお

それに伴いインフルエンザの流行があり、横浜市内でも学級閉鎖を行っ
ともな りゅうこう よ こ は ま し ない がっきゅう へ い さ おこな

ている学校があります。幸い、飯田北いちょう小学校では、インフルエン
がっこう さいわ い い だ きた しょうがっこう

ザにかかった人は少ないようですが、これからも寒く乾燥した日が続きそ
ひと すく さむ かんそう ひ つづ

うです。十分注意して学校生活を送りたいと思います。
じゅうぶんちゅうい がっこうせいかつ おく おも

さて、２月といえば節分が思い浮かびます。節分には、｢鬼は外、福は内｣
がつ せつぶん お も う せつぶん おに そと ふく うち

と言いながら豆まきをする習慣がありますが、この豆まきはいつ頃から行われている行事なので
い まめ しゅうかん まめ ごろ おこな ぎょうじ

しょうか。調べてみると、今から約６００年ほど前の室町時代に、お寺や神社が邪気払いに行っ
しら いま やく ねん まえ むろまち じ だ い てら じんじゃ じ ゃ き ばら おこな

ていた「豆打ち」の儀式が始まりということが分かりました。豆は「魔滅」にかけ、鬼に豆をぶ
まめ う ぎ し き はじ わ まめ ま め おに まめ

つけることにより、邪気を追い払い、一年の無病息災を願ったとされています。豆まきでは、ま
じ ゃ き お は ら いちねん むびょうそくさい ねが まめ

かれた豆を、自分の年齢（数え年）の数だけ食べる、または、自分の年の数の1つ多く食べると、体
まめ じ ぶ ん ねんれい か ぞ ど し かず た じ ぶ ん とし かず おお た からだ

が丈夫になり、風邪をひかないと言われています。（元々、鬼に豆をぶつけて追い払う儀式は、お隣
じょうぶ か ぜ い もともと おに まめ お は ら ぎ し き となり

の中国で行われていたものが日本に伝わったようです。）
ちゅうごく おこな に ほ ん つた

また、一部の地域では、縄に 柊 やイワシの頭を付けた物を門に掛けるところもあります。こ
い ち ぶ ち い き なわ ひいらぎ あたま つ もの もん か

れは、季節の変わり目には邪気（鬼）が生じると考えられていた頃、それを追い払うために行
き せ つ か め じ ゃ き おに しょう かんが ころ お は ら おこな

われたと言われています。
い

豆まきに使う豆は、炒った大豆 (炒り豆)が多いようですが、北海道・東北・北陸・南 九 州で
まめ つか まめ い だ い ず い ま め おお ほっかいどう とうほく ほくりく みなみきゅうしゅう

は 落花生をまく地域もあるそうです。豆をまく際の掛け声も「鬼は外、福は内」が多いようです
ら っ か せ い ち い き まめ さい か ご え おに そと ふく うち おお

が、地域や神社によっては、別の掛け声もあるようです。調べてみるのも楽しいと思います。
ち い き じんじゃ べつ か ご え しら たの おも

節分の翌日、２月４日は立春です。暦の上では春ということになりま
せつぶん よくじつ がつ よ っ か りっしゅん こよみ うえ はる

すが、一年中で一番寒い時期になります。縁起を担いで豆まきで、風邪を
いちねんじゅう いちばんさむ じ き え ん ぎ かつ まめ か ぜ

ひかなように願うことも良いかもしれませんが、外で元気よく遊んだり、
ねが よ そと げ ん き あそ

手洗い・うがいを徹底したり、｢早寝・早起き・朝ごはん｣などの健康的な
て あ ら てってい は や ね は や お あさ けんこうてき

生活リズムを守ったりして、積極的に健康作りを行い、この時期を元気
せいかつ まも せっきょくてき けんこうづく おこな じ き げ ん き

に過ごしたいと思います。
す おも

が っ こ う
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