
 

 

 

 

 

 

 

 

「かながわ産品
さ ん ぴ ん

学校
が っ こ う

給食
きゅうしょく

デー」について   

「かながわ産品
さんぴん

学校
がっこう

給 食
きゅうしょく

デー」は令和
れ い わ

5年
ねん

に策定
さくてい

された第
だい

４次
じ

神奈川県食育
かながわけんしょくいく

推進
すいしん

計画
けいかく

「 食
しょく

みらい

かながわプラン２０２３」において、食育
しょくいく

推進
すいしん

の施策
し さ く

として位置
い ち

づけられ、神奈川県産
か な が わ け ん さ ん

の食材
しょくざい

を

積極的
せっきょくてき

に 給 食
きゅうしょく

に取
と

り入
い

れていく取
と

り組
く

みを 行
おこな

っています。  

１２月
がつ

３日
か

(火
か

)に本校
ほんこう

でも神奈川
か な が わ

県内
けんない

で生産
せいさん

・収穫
しゅうかく

された食材
しょくざい

を使用
し よ う

した献立
こんだて

を実施
じ っ し

しました。  

１２月
がつ

３日
か

の献立
こんだて

は「ごはん、牛 乳
ぎゅうにゅう

、さばの塩焼
し お や

き、もやしのうま煮
に

、みそ汁
しる

」です。今回
こんかい

は、米
こめ

、

牛 乳
ぎゅうにゅう

、小松菜
こ ま つ な

が神奈川県産
か な が わ け ん さ ん

のものを使用
し よ う

しています。  

 

米
こめ

 品種
ひんしゅ

は、「はるみ」です。小田原市
お だ わ ら し

・南足柄市
みなみあしがらし

・海老名市
え び な し

・藤沢市
ふ じ さ わ し

・綾瀬市
あ や せ し

・座間市
ざ ま し

・

茅ヶ崎市
ち が さ き し

・大和市
や ま と し

・中井町
な か い ま ち

・大井町
お お い ま ち

・松田町
ま つ だ ま ち

・山北町
やまきたまち

・開成町
かいせいまち

・箱根町
は こ ね ま ち

・寒川町
さむかわまち

な

どが主
おも

な産地
さ ん ち

です。  

牛 乳
ぎゅうにゅう

 県内
けんない

(主
おも

に相模原市
さ が み は ら し

・伊勢原市
い せ は ら し

・秦野市
は だ の し

・平塚市
ひ ら つ か し

)産
さん

の生乳
せいにゅう

を優先的
ゆうせんてき

に使用
し よ う

していま

す。  

小松菜
こ ま つ な

 令和
れ い わ

４年
ねん

の生産量
せいさんりょう

は、全国
ぜんこく

６位
い

で、県内
けんない

の主
おも

な産地
さ ん ち

は横浜市
よ こ は ま し

・平塚市
ひ ら つ か し

・茅ヶ崎市
ち が さ き し

で

す。今回
こんかい

はみそ汁
しる

に使用
し よ う

しました。  

 

 

登戸
のぼりと

小学校
しょうがっこう

   

令和
れ い わ

６年
ねん

 12月
がつ

20日
にち

 発行
はっこう
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参考
さんこう

：「わたしたちのくらしと神奈川
か な が わ

の農林
のうりん

水産業
すいさんぎょう

(令和
れ い わ

６年度版
６ ね ん ど ば ん

)」 

湘
しょう

南地区
な ん ち く

 

県
けん

西地区
に し ち く

 

県
けん

央
おう

地区
ち く

 

横浜
よこはま

川崎
かわさき

地区
ち く

 

横須賀
よ こ す か

 

三浦
み う ら

地区
ち く

 



 

 

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。 

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。 
 

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。 

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。 
 

邪
じ ゃ

気
き

をはらう小豆
あ ず き

を入
い

れた「小
あ

豆
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。 

 

参考
さんこう

文献
ぶんけん

：学校
がっこう

給 食
きゅうしょく

１１月号
１ １ が つ ご う

 


