
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年 

給食だより 
令和２年１２月２４日 門前共同調理場 

1月号 

 1月
がつ

は「睦
む

月
つき

」ともいいます。親
しん

戚
せき

や知
ち

人
じん

が互
たが

いに行
い

き交
か

って「仲
なか

睦
むつ

まじく」する月
つき

から

名
な

付
づ

けられたそうです。1年
ねん

の初
はじ

めの月
つき

であり、その年
とし

を健
けん

康
こう

に過
す

ごすための願
ねが

いが込
こ

め

られたいろいろな行
ぎょう

事
じ

が行
おこな

われます。 

冬
ふゆ

休
やす

みが終
お

わると、新
あたら

しい年
とし

が始
はじ

まります。今
いま

の学年
がくねん

で過
す

ごすのも残
のこ

りわずか… 

「１月
がつ

は行
い

く、２月
がつ

は逃
に

げる、３月
がつ

は去
さ

る」というように、この３か月
げつ

間
かん

はいつも以上
いじょう

に

時間
じ か ん

が過
す

ぎるのを早
はや

く感
かん

じる時
じ

期
き

です。食事
しょくじ

をしっかりとって、健康
けんこう

第一
だいいち

に過
す

ごしてほしい

と思
おも

います。 

 さて、１月
がつ

には、これから始
はじ

まる１年
ねん

を無事
ぶ じ

に過
す

ごせるようにと願
ねが

いを込
こ

めた、行事
ぎょうじ

や

行事食
ぎょうじしょく

がたくさんあります。日本
に ほ ん

や地域
ち い き

、家庭
か て い

に伝
つた

わる食
しょく

文化
ぶ ん か

を大切
たいせつ

に受
う

け継
つ

いでいきた

いですね。 

 小正月
こしょうがつ

に一年
いちねん

の邪気
じ ゃ き

を除
のぞ

くものとして、食
た

べる風
ふう

習
しゅう

があります。 

小豆
あ ず き

の赤
あか

には神秘
し ん ぴ

な力
ちから

があり、疫病
えきびょう

よけのまじないとなっていたのです。今日
こんにち

でも祝
いわ

い事
ごと

があると、赤飯
せきはん

を炊
た

きますが、これも同
おな

じ風
ふう

習
しゅう

から生
う

まれたといえます。 

 お供
そな

え物
もの

に刃
は

をかけてはいけな

いという習
なら

わしから、手
て

や木
き

づち

などで割
わ

ります。 

 また、「割
わ

る」は縁起
え ん ぎ

の悪
わる

い言
こと

葉
ば

なので、縁起
え ん ぎ

の良
よ

い「開
ひら

く」と

いう言葉
こ と ば

を使
つか

います。 

食
た

べ物
もの

の命
いのち

をいただいています！ 

  わたしたちが食
た

べている食
た

べ物
もの

は、どれも生
い

き物
もの

の命
いのち

をいただいているものば

かりです。 また、生産者
せいさんしゃ

や料理
りょうり

をつくってくれた人
ひと

たちなど、さまざまな人
ひと

びと

の手
て

を経
へ

ることで、毎日
まいにち

の食卓
しょくたく

に並
なら

んでいます。食事
しょくじ

をする時
とき

には、感謝
かんしゃ

の気
き

持
も

ち

を忘
わす

れないようにしましょう。 そして、苦手
に が て

な食
た

べ物
もの

がある場合
ば あ い

には一口
ひとくち

でも

挑戦
ちょうせん

して、できるだけ食
た

べるように努力
どりょく

をしてみましょう。 


