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豆
まめ

まき 
 

節
せつ

分
ぶん

といえば、豆
まめ

まき。豆
まめ

（大
だい

豆
ず

）には古
ふる

くから特
とく

別
べつ

な力
ちから

があると信
しん

じられてきました。「豆
まめ

」が「魔
ま

滅
めつ

」

（魔
ま

物
もの

が滅
ほろ

びる）に通
つう

じ、その魔
ま

物
もの

の目
め

（魔
ま

目
め

）を目
め

が

けて投
な

げることで、鬼
おに

のような魔
ま

物
もの

がもたらす災
さい

難
なん

や

病
びょう

気
き

を寄
よ

せ付
つ

けないともいわれています。豆
まめ

まきに

は、炒
い

った大
だい

豆
ず

を使
つか

うことが多
おお

く、「おには外
そと

、福
ふく

は内
うち

」

といいながらまきます。 

これは、悪
わる

いことをも 

たらすとされる「おに」 

を追
お

い払
はら

い、幸
しあわ

せの 

「福
ふく

」を呼
よ

び込
こ

むため 

です。炒
い

った大
だい

豆
ず

を自
じ

 

分
ぶん

の年
ねん

齢
れい

の数
かず

だけ食
た

べ 

ると、１年
ねん

間
かん

を健
けん

康
こう

に 

過
す

ごせるともいわれています。 

２月
がつ

３日
か

は節
せつ

分
ぶん

です。節
せつ

分
ぶん

の風習
ふうしゅう

や行
ぎょう

事
じ

食
しょく

を紹
しょう

介
かい

します。給
きゅう

食
しょく

も節
せつ

分
ぶん

にちなんだ献
こん

立
だて

になっています。 

節
せつ

分
ぶん

は立
りっ

春
しゅん

の前
ぜん

日
じつ

、冬
ふゆ

が終
お

わって春
はる

に移
うつ

るという季
き

節
せつ

の変
か

わり目
め

を意
い

味
み

します。立
りつ

春
しゅん

を過
す

ぎると、

暦
こよみ

の上
うえ

では春
はる

ですが、まだまだ寒
さむ

さの厳
きび

しい日
ひ

が続
つづ

きます。規
き

則
そく

正
ただ

しい生
せい

活
かつ

とバランスのよい食
しょく

事
じ

を

心
こころ

がけましょう。 

恵
え

方
ほう

巻
ま

き 
 

 節
せつ

分
ぶん

の日
ひ

に、「恵
え

方
ほう

巻
ま

き」という太
ふと

巻
ま

きずしを食
た

べる風
ふう

習
しゅう

が広
ひろ

がっています。この風
ふう

習
しゅう

は愛
あい

知
ち

県
けん

または大
おお

阪
さか

府
ふ

が

発
はっ

祥
しょう

とされています。一
いち

時
じ

行
おこな

われないこともあったよう

ですが、のりを扱
あつか

うスーパーやコンビニなどが大
おお

きく宣
せん

伝
でん

して、再
ふたた

び行
おこな

われるようになりました。恵
え

方
ほう

巻
ま

きは、

その年
とし

の歳
とし

徳
とく

神
じん

のいる縁
えん

起
ぎ

の良
よ

い方
ほう

角
がく

（恵
え

方
ほう

）を向
む

いて、

願
ねが

い事
ごと

を心
こころ

の中
なか

で唱
とな

えながら、無
む

言
ごん

で一
いっ

本
ぽん

丸
まる

かじりする

というものです。今
こ

年
とし

の恵
え

方
ほう

は、「南
なん

南
なん

東
とう

」です。太
ふと

巻
ま

き

ずしには「福
ふく

を巻
ま

き込
こ

む」、丸
まる

かじりには「縁
えん

を切
き

らない」、

無
む

言
ごん

で食
た

べるのには「途
と

中
ちゅう

で 

声
こえ

がもれると福
ふく

がもれる（逃
に

げ 

る）」、などそれぞれ意
い

味
み

がある 

そうです。具
ぐ

を７つ入
い

れて、七
しち

 

福
ふく

神
じん

に見
み

立
た

てることもあるそうです。 

いわし 
 

「いわし」の頭
あたま

を 柊
ひいらぎ

の枝
えだ

に刺
さ

し、玄
げん

関
かん

などの戸
と

口
ぐち

に

飾
かざ

る風
ふう

習
しゅう

があります。「いわし」は焼
や

くとにおいが強
つよ

くな

るので、焼
や

いたいわしの頭
あたま

のにおいで、おにが近
ちか

づかな

いようにしたそうです。そして、 

「 柊
ひいらぎ

」の枝
えだ

に刺
さ

すのは、 柊
ひいらぎ

の 

葉
は

の鋭
するど

いトゲで、「おに」の目
め

を 

刺
さ

し、おにを追
お

い払
はら

うためだそう 

です。また、この風
ふう

習
しゅう

から、「節
せつ

 

分
ぶん

いわし」といって、節
せつ

分
ぶん

の日
ひ

に 

いわしを食
た

べる地
ち

域
いき

もあります。 

紅
あか

大
だい

根
こん

（べにだいこんともいいます） 
 

「赤
あか

おにの腕
うで

」に似
に

ていることから、この紅
あか

大
だい

根
こん

を食
た

べることでおにを退
たい

治
じ

する意
い

味
み

があると言
い

い伝
つた

えられ

ており、長
なが

崎
さき

市
し

では節
せつ

分
ぶん

料
りょう

理
り

の 

食
しょく

材
ざい

として江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

から利
り

用
よう

さ 

れています。「おによりも強
つよ

い子
こ

 

どもになるように」という願
ねが

い 

も込
こ

められています。 


