
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２４年１２月１７日 

六ツ美中部小学校 

栄養教諭 金丸裕美 

おうちの人

といっしょ

によもう！ 

もうすぐ冬
ふゆ

休
やす

みです。冬
ふゆ

休
やす

みの期
き

間
かん

は、年
ねん

末
まつ

年
ねん

始
し

の行
ぎょう

事
じ

があり、家
か

族
ぞく

や親
しん

せき、友
とも

達
だち

とおいしい食
しょく

事
じ

を楽
たの

しむ機
き

会
かい

が多
おお

いのではないでしょうか。お正
しょう

月
がつ

など、特
とく

別
べつ

な行
ぎょう

事
じ

の日
ひ

には、存
ぞん

分
ぶん

に行
ぎょう

事
じ

の食
しょく

事
じ

を

楽
たの

しんでください。普
ふ

段
だん

の生
せい

活
かつ

では、自
じ

分
ぶん

の体
からだ

をいたわり、健
けん

康
こう

的
てき

な生
せい

活
かつ

を意
い

識
しき

しましょう。 

食
た

べすぎに気
き

を 

つけよう 

飲
の

み物
もの

は甘
あま

くない 

ものを選
えら

ぼう 

しっかり手
て

を洗
あら

って 

から食
しょく

事
じ

をしよう 

１日
にち

３食
しょく

、 

規
き

則
そく

正
ただ

しく食
た

べよう 

 

冬
ふゆ

が旬
しゅん

の 

食
た

べ物
もの

をとろう 

ゆっくりよくかんで 

食
た

べよう 

野
や

菜
さい

をたっぷり 

食
た

べよう 

すすんで、おうちの人
ひと

 

のお手
て

伝
つだ

い 

をしよう 

みんなで食
しょく

卓
たく

を囲
かこ

む 

機
き

会
かい

をつくろう 

おやつは時
じ

間
かん

と量
りょう

を

決
き

めてとろう 
以
い

上
じょう

のことを心
こころ

がけて 

楽
たの

しい冬
ふゆ

休
やす

みを 

お過
す

ごしください。 

 

根菜
こんさい

カレー 

～体
からだ

の温
あたた

まる、冬
ふゆ

らしい味
あじ

のカレーです～ 

【材料
ざいりょう

】（４人分
  にんぶん

） 

  豚
ぶた

肉
にく

（こま切
ぎ

れ）      １２０ｇ 

  玉
たま

ねぎ            ２２０ｇ 

  にんじん           ８０ｇ 

  大
だい

根
こん

             １００ｇ 

  れんこん          １００ｇ 

  ごぼう            ５０ｇ 

  おろししょうが         ２ｇ 

  和
わ

風
ふう

だしの素
もと

          ５ｇ 

  カレールゥ    ５０ｇ（２～３かけ） 

しょうゆ          大
おお

さじ１強
きょう

 

みりん          大
おお

さじ１／２ 

【作
つく

り方
かた

】 

 ①玉
たま

ねぎはくし切
ぎ

り、にんじん、大
だい

根
こん

は１．５センチの角
かく

切
ぎ

り、

れんこんは１センチの厚
あつ

さのいちょう切
ぎ

り、ごぼうは小
こ

口
ぐち

切
ぎ

りにする。れんこんとごぼうは、切
き

ったら水
みず

につけておく。 

 ②鍋
なべ

で、おろししょうがを絡
から

めた豚
ぶた

肉
にく

をいためる。肉
にく

の色
いろ

が変
か

わ

ったら玉
たま

ねぎ、にんじんを加
くわ

え、よくいためる。 

 ③大
だい

根
こん

、れんこん、ごぼう、和
わ

風
ふう

だしの素
もと

を加
くわ

えて、材
ざい

料
りょう

がひ

たひたになるように水
みず

を入
い

れ、具
ぐ

がやわらかくなるまで煮
に

る。 

 ④火
ひ

を止
と

めて、Ａの調
ちょう

味
み

料
りょう

を加
くわ

え、カレールゥが溶
と

けてきた

ら、火
ひ

を着
つ

けて、こげないように混
ま

ぜながら煮
に

込
こ

む。 

少
すこ

し和
わ

風
ふう

の味
あじ

付
つ

けが根
こん

菜
さい

とよく合
あ

います。普
ふ

通
つう

の

カレーより、さらっとした仕
し

上
あ

がりになります。 
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外
がい

国
こく

の行
ぎょう

事
じ

が楽
たの

しいイベントとして定
てい

着
ちゃく

する中
なか

、日
に

本
ほん

で古
ふる

くから受
う

け継
つ

がれて

きた伝
でん

統
とう

行
ぎょう

事
じ

や行
ぎょう

事
じ

食
しょく

に触
ふ

れる機
き

会
かい

が少
すく

なくなっています。学
がっ

校
こう

では、給
きゅう

食
しょく

を通
とお

して伝
でん

統
とう

的
てき

な食
しょく

文
ぶん

化
か

を学
まな

べるようにしていますが、年
ねん

末
まつ

年
ねん

始
し

は給
きゅう

食
しょく

がありません

ので、ご家
か

庭
てい

で行
ぎょう

事
じ

食
しょく

や郷
きょう

土
ど

料
りょう

理
り

を味
あじ

わい、“ふるさとの味
あじ

”や“わが家
や

の味
あじ

”

を伝
つた

える機
き

会
かい

にしてみてはいかがでしょうか。 

１年
ねん

の締
し

めくくりとなる日
ひ

。今
こ

年
とし

の苦
く

労
ろう

を断
た

ち切
き

り、新
しん

年
ねん

への願
ねが

いを込
こ

めて、年
とし

越
こ

しそばや「年
とし

取
と

り魚
ざかな

」

を食
た

べる風
ふう

習
しゅう

があります。年
とし

取
と

り魚
ざかな

は地
ち

域
いき

によって

異
こと

なりますが、ブリやサケが用
もち

いられます。 

 
１年

ねん

で最
もっと

も昼
ひる

が短
みじか

く、夜
よる

が長
なが

くなる日
ひ

。ゆず湯
ゆ

に入
はい

っ

て身
み

を清
きよ

め、かぼちゃや小豆
あ ず き

を食
た

べて邪
じゃ

気
き

をはらい、無
む

病
びょう

息
そく

災
さい

を祈
いの

る風
ふう

習
しゅう

があります。 

五
ご

節
せっ

句
く

の一
ひと

つで、春
はる

の七
なな

草
くさ

を入
い

れた

七
なな

草
くさ

がゆを食
た

べて邪
じゃ

気
き

をはらい、無
む

病
びょう

息
そく

災
さい

を願
ねが

います。 

 

邪
じゃ

気
き

をはらう小豆
あ ず き

を入
い

れた 

「小豆
あ ず き

がゆ」を食
た

べる風
ふう

習
しゅう

があります。ま

た、「左
さ

義
ぎ

長
ちょう

」「どんど焼
や

き」などと呼
よ

ばれ

る火
ひ

祭
まつ

りが各
かく

地
ち

で行
おこな

われます。 

１年
ね ん

の始
は じ

まりとなる日
ひ

。「歳
と し

神
が み

様
さ ま

」をお迎
む か

えするため、門
か ど

松
ま つ

、しめ飾
か ざ

り、 

鏡
かがみ

もちなどを飾
か ざ

り、おせち料
りょう

理
り

やお雑
ぞ う

煮
に

を食
た

べて、新
し ん

年
ね ん

のお祝
い わ

いをします。 

一
ひと

つひとつの食
しょく

材
ざい

に、

新
しん

年
ねん

への願
ねが

いが込
こ

められ

ています。「福
ふく

を重
かさ

ねる」

「めでたさを重
かさ

ねる」と

縁
えん

起
ぎ

を担
かつ

ぎ、重
じゅう

箱
ばこ

に詰
つ

め

るのも特
とく

徴
ちょう

です。 

地
ち

域
いき

の食
しょく

材
ざい

を使
つか

った、も

ち入
い

りの汁
しる

物
もの

。主
おも

に西
にし

日
に

本
ほん

で

は丸
まる

もち、東
ひがし

日
に

本
ほん

では角
かく

も

ちが用
もち

いられます。あん入
い

り

のもちを入
い

れる所
ところ

、もちを

入
い

れない所
ところ

もあります。 

 


