
読解 

節分に鬼を追い払うためにまくもの 

「季節を分ける」と書く節分は、本来は年に4回ありました。季節の変わり目であ
る、立春、立夏、立秋、立冬の前日のことを全て節分と呼んでいましたが、いまで
は立春（2月4日）の前日のみ、節分と呼ばれています。 

これは立春が旧暦のお正月だからでしょう。つまり節分（2月3日）は、大みそかで
もあったわけです。新年を新しく迎えるにあたり、「鬼は外、福は内」と唱えなが
ら、大豆をまく風習が根付いたようです。 

大豆は古くから、「邪気をはらい、痛みを止める」などと、縁起物で健康に良い食
材とされていたようです。 

節分でまく豆は炒り豆です。どうして炒り豆なのか、これにも諸説あります。 

＜剥がれる皮が新年を象徴する＞ 
大豆の皮は薄く、炒ると簡単に剝がれてしまいます。そのことから古い皮を剝がす
ことが、旧年から新しい年の始まりと考えられたのです。 

＜魔目を射る＞ 
豆まきはそのまま鬼を退治するためのものですから、鬼の眼球をつぶすという意味
の「魔目を射る」という語呂がそのまま鬼退治に通じるのではないかという説もあ
ります。 

＜豆が芽吹くのを恐れた＞ 
厄除けにまかれた豆は、いわば穢れを負った豆です。そのため、まいた豆をそのま
まにしておくと、豆から芽が出てしまい、それが再び災厄を呼び寄せると考えられ
たのです。 
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ふりがな付き（重要語彙） 

節分に鬼を追い払うためにまくもの 
せつぶん おに お はら

「季節を分ける」と書く節分は、本来は年に4回ありました。季節の変わり目であ
きせつ わ か せつぶん ほんらい ねん かい き せ つ か め

る、立春、立夏、立秋、立冬の前日のことを全て節分と呼んでいましたが、いまで
りっしゅん り っ か りっしゅう りっとう ぜんじつ すべ せつぶん よ

は立春（2月4日）の前日のみ、節分と呼ばれています。 
りっしゅん がつ か ぜんじつ せつぶん よ

これは立春が旧暦のお正月だからでしょう。つまり節分（2月3日）は、大みそかで
りっしゅん きゅうれき しょうがつ せつぶん がつ か おお

もあったわけです。新年を新しく迎えるにあたり、「鬼は外、福は内」と唱えなが
しんねん あたら むか おに そと ふく うち とな

ら、大豆をまく風習が根付いたようです。 
だ い ず ふうしゅう ね づ

大豆は古くから、「邪気をはらい、痛みを止める」などと、縁起物で健康に良い食
だい ず ふる じ ゃ き いた と え ん ぎもの けんこう よ しょく

材とされていたようです。 
ざい

節分でまく豆は炒り豆です。どうして炒り豆なのか、これにも諸説あります。 
せつぶん まめ い まめ い まめ しょせつ

＜剥がれる皮が新年を象徴する＞ 
は かわ しんねん しょうちょう

大豆の皮は薄く、炒ると簡単に剥がれてしまいます。そのことから古い皮を剥がす
だい ず かわ うす い かんたん は ふる かわ は

ことが、旧年から新しい年の始まりと考えられたのです。 
きゅうねん あたら とし はじ かんが

＜魔目を射る＞ 
ま め い

豆まきはそのまま鬼を退治するためのものですから、鬼の眼球をつぶすという意味
まめ おに た い じ おに がんきゅう い み

の「魔目を射る」という語呂がそのまま鬼退治に通じるのではないかという説もあ
ま め い ご ろ おにた い じ つう せつ

ります。 

＜豆が芽吹くのを恐れた＞ 
まめ め ぶ おそ

厄除けにまかれた豆は、いわば穢れを負った豆です。そのため、まいた豆をそのま
やく よ まめ けが お まめ まめ

まにしておくと、豆から芽が出てしまい、それが再び災厄を呼び寄せると考えられ
まめ め で ふたた さいやく よ よ かんが

たのです。 
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重要語彙 

• 節分：立春・立夏・立秋・立冬などの季節の変わり目の前日 
せつぶん りっしゅん り っ か りっしゅう りっとう き せ つ か め ぜんじつ

• 鬼：悪いことや災いをもたらすものの象徴  
おに わる わざわ しょうちょう

• 追い払う：邪魔なものを力ずくで外へ追い出すこと 
お はら じ ゃ ま ちから そと お だ

• まく：種や豆などを手で持って、広い範囲にばらまくように投げること 
たね まめ て も ひろ は ん い な

• 本来は：もともとは、本当の意味は 
ほんらい ほんとう い み

• 季節の変わり目：季節が移り変わる時期 
き せ つ か め き せ つ うつ か じ き

• 旧暦：昔使われていた、月の満ち欠けをもとにした太陰暦 
きゅうれき むかしつか つき み か たいいんれき

• 大みそか：1年の最後の日、12月31日 
おお ねん さ い ご ひ がつ にち

• 鬼は外、福は内：節分で豆をまきながら言われる掛け声 
おに そと ふく うち せつぶん まめ い か ごえ

•  唱える：声に出して繰り返し言う 
とな こえ だ く かえ い

•  大豆：節分でまくために使われる豆 
だ い ず せつぶん つか まめ

•  風習：昔から続いている生活の習慣 
ふうしゅう むかし つづ せいかつ しゅうかん

•  根付く：ある場所や文化にしっかりと定着すること 
ね づ ば し ょ ぶ ん か ていちゃく

•  邪気：悪い気や災いを起こすとされるもの 
じ ゃ き わる き わざわ お

•  縁起物：運を良くするための物や行動 
え ん ぎもの うん よ もの こうどう

•  炒り豆：火で炒った豆、節分で使われる 
い まめ ひ い まめ せつぶん つか

•  諸説：いろいろな意見や考え方 
しょせつ い けん かんが かた

•  剥がれる：くっついて貼られていたものが取れること 
は は と

•  射る：弓を使って矢を放つこと 
い ゆみ つか や はな

•  退治する：悪いものを倒してやっつけること 
た い じ わる たお

•  眼球：目の球、目そのもの 
がんきゅう め たま め

•  つぶす：形を壊して平らにすること 
かたち こわ たい

•  語呂：言葉の響きやリズムの良さ 
ご ろ こ と ば ひび よ

•  鬼退治：鬼を倒すこと 
おにた い じ おに たお

•  芽吹く：植物が新しい芽を出すこと 
め ぶ しょくぶつ あたら め だ
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•  厄除け：災いを避けること 
やく よ わざわ さ

•  いわば：言ってみれば、例えるなら 
い たと

•  穢れ：汚れたものや不浄なもの 
けが よご ふじょう

•  災厄：悪い出来事や災い 
さいやく わる で き ご と わざわ

•  呼び寄せる：何かを自分の近くに引き寄せること 
よ よ なに じ ぶ ん ちか ひ よ
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