
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（毎月19日は食育の日） 令和６年度 

北名古屋市給食センター 12月  

外国
がいこく

の行事
ぎょうじ

が楽
たの

しいイベントとして定着
ていちゃく

する中
なか

、日本
に ほ ん

で古
ふる

くから受
う

け継
つ

がれてきた伝統
でんとう

行事
ぎょうじ

 

や行事食
ぎょうじしょく

に触
ふ

れる機会
き か い

が少
すく

なくなっています。学校
がっこう

では、給 食
きゅうしょく

を通
とお

して伝統的
でんとうてき

な食
しょく

文化
ぶ ん か

を 

学
まな

べるようにしていますが、年末
ねんまつ

年始
ね ん し

は給 食
きゅうしょく

がありませんので、ご家庭
か て い

で行事食
ぎょうじしょく

や郷土
きょうど

料理
りょうり

 

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

える機会
き 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

、今年
こ と し

の 

苦労
く ろ う

を断
た

ち切
き

り、新年
しんねん

への願
ねが

いを込
こ

めて、年越
と し こ

しそ

ばや「年取
と し と

り魚
ざかな

」を食
た

べる風習
ふうしゅう

があります。年取
と し と

り魚
さかな

は地域
ち 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

べて邪気
じ ゃ き

 

をはらい、無病
むびょう

息災
そくさい

を祈
いの

る風習
ふうしゅう

が 

あります。 

 

１年
ねん

の始
はじ

まりとなる日
ひ

。「年
とし

神様
がみさま

」をお迎
むか

えするため、門松
かどまつ

やしめ飾
かざ

り、 

鏡
かがみ

もちなどを飾
かざ

り、おせち料理
りょうり

やお雑煮
ぞ う に

を食
た

べて、新年
しんねん

のお祝
いわ

いをします。 

一
ひと

つひとつの食材
しょくざい

に、 

新年
しんねん

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」 

と縁起
え ん ぎ

を担
かつ

ぎ、重箱
じゅうばこ

に 

詰
つ

めるのも特徴
とくちょう

です。 

地域
ち い き

の食材
しょくざい

を使
つか

った、 

餅
もち

入
い

りの汁物
しるもの

。主
おも

に西
にし

日
に

 

本
ほん

では丸餅
まるもち

、東日本
ひがしにほん

では 

角
かく

餅
もち

が用
もち

いられます。あん 

入
い

りの餅
もち

を入れる所
ところ

、餅
もち

を 

入
い

れない所
ところ

もあります。 

 五
ご

節句
せ っ く

の一
ひと

つで、春
はる

の七草
ななくさ

を入
い

れた七
なな

草
くさ

がゆを食
た

べて邪気
じ ゃ き

をはらい、無病
むびょう

息災
そくさい

を 

願
ねが

います。 

 邪気
じ ゃ き

を払
はら

うあずきを入
い

れた「あずきがゆ」 

を食
た

べる風習
ふうしゅう

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

りが各地
か く ち

で行
おこな

われます。 

 


