
、

　平安
へいあん

時代
じ だ い

、日本
にほん

には、七夕
たなばた

に「策
さ く

餅
べい

」という

中国
ちゅうごく

から伝
つた

わったお菓子
か し

を食
た

べる風習
ふうしゅう

がありま

　柏
かしわ

の葉
は

は、新
あたら

しい芽
め

が出
で

ないうちは した。索
さ く

餅
べい

とは、小麦粉
こ む ぎ こ

と米
こめ

粉
こ

を練
ね

って縄
なわ

のよう

古
ふる

い葉
は

が落
お

ちないことから、「家系
か けい

が に細
ほそ

くねじったお菓子
か し

です。

絶
た

えないように」という願
ねが

いを込
こ

めて、 　月日
つ き ひ

が流
なが

れ、現在
げんざい

の七夕
たなばた

では索
さ く

餅
べい

が食
た

べられ

端午
た ん ご

の節句
せ っ く

の縁起
え ん ぎ

物
もの

として欠
か

かせない ることは少
すく

なくなりましたが、索
さ く

餅
べい

がもとになった

お菓子
か し

になりました。 とされるそうめんが食
た

べられるようになりました。

　あけましておめでとうございます。気持
き も

ちも新
あら

たに今年
こ と し

もがんばりましょう。

　日本
にほん

には、一年
いちねん

を通
とお

してさまざまな行事
ぎょうじ

の時
とき

に食
た

べる行事
ぎょうじ

食
しょく

があります。

その中
なか

からいくつか紹介
しょうかい

します。

　十五夜
じ ゅ う ごや

の月
つき

は、一年
いちねん

で最
もっと

も美
うつく

しいと

いわれています。十五夜
じ ゅ う ごや

の夜
よる

は、月見
つ き み

かざりとして、すすきや月見
つ き み

だんご（数
かず

は

　日本
にほん

では昔
むかし

からお正月
しょうがつ

をとても大切
たいせつ

に 　初午
はつうま

とは、２月
がつ

最初
さいしょ

の午
うま

の日
ひ

のこと。 15個
こ

）を供
そな

え、お月見
つ き み

をします。

してきました。昔
むかし

は、お正月
しょうがつ

が始
はじ

まると 農耕
のうこう

の神様
かみさま

である稲荷
い な り

神社
じんじゃ

で盛大
せいだい

に 　そのほか月
つき

にちなんで里芋
さといも

など丸
まる

い

家
いえ

に年
とし

神様
がみさま

（お正月
しょうがつ

様
　さま

ともいう）が来
く

ると お祭
まつ

りが行
おこな

われます。稲荷
い な り

神
しん

のおつかい ものを供
そな

えることがあることから、十五夜
じ ゅ う ごや

いわれていました。そこで、おせち料理
りょうり

を がキツネだったことから、キツネの好物
こうぶつ

と は「芋
いも

名月
めいげつ

」とも呼
よ

ばれます。

神様
かみさま

に供
そな

え、神様
かみさま

と同
おな

じものを食
た

べることで される油揚
あぶらあ

げをお供
そな

えします。

一年間
いちねんかん

を健康
けんこう

に過
す

ごす力
ちから

をもらおうと 　いなり寿司
ず し

が「おいなりさん」と呼
よ

ばれ

考
かんが

えられていました。 るのは、このためです。

　おおみそかの夜
よる

には、年越
と し こ

しそばを

　十五夜
じ ゅ う ごや

の約
やく

１か月
げつ

後
ご

には、十五夜
じ ゅ う ごや

に次
つ

いで月
つき

が 食
た

べる習慣
しゅうかん

があります。もともと、江戸
え ど

美
うつく

しいとされる十三夜
じゅうさんや

がやってきます。十五夜
じ ゅ う ごや

の 時代
じ だ い

には月末
げつまつ

にそばを食
た

べる「三十日
み そ か

　ひしもちの３色
しょく

の色
いろ

は、赤
あか

が春
はる

の花
はな

、 のようにお月見
つ き み

を行
おこな

いますが、お供
そな

えの月見
つ き み

団子
だ ん ご

そば」という習慣
しゅうかん

があり、おおみそかに

白
しろ

は雪
ゆき

、緑
みどり

は大地
だ い ち

の草
く さ

を表
あらわ

しています。 の数
かず

は13個
こ

になります。そのほか、この時期
じ き

に収穫
しゅうかく

だけ、その習慣
しゅうかん

が残
のこ

ったと考
かんが

えられて

　また、はまぐりの潮
うしお

汁
　じる

がよく飲
の

まれ される枝豆
えだまめ

や栗
く り

をお供
そな

えすることから、「豆
まめ

名月
めいげつ

」や います。また、そばが細
ほそ

く長
なが

いことから、

ます。はまぐりの２枚
まい

の“から”は対
つい

に 「栗
く り

名月
めいげつ

」とも呼
よ

ばれます。 「寿命
じゅみょう

が細
ほそ

く長
なが

く続
つづ

くように」という願
ねが

い

なっている貝
かい

以外
い がい

とはかみ合
あ

わない が込
こ

められています。

ことから、夫婦
ふ う ふ

の仲
なか

の良
よ

さを表
あらわ

すと

いわれています。

１2月
が つ

　おおみそか

年越
と し こ

しそば　１０月
が つ

　十三夜
じ ゅ う さ ん や

　月見
つ き み

だんご、豆
ま め

、栗
く り

３月
が つ

　桃
も も

の節句
せ っ く

ひしもち、はまぐりの潮
うしお

汁
じ る

　７月
が つ

　七夕
た な ば た

　そうめん

１年間
ね ん か ん

の行事
ぎ ょ う じ

食
し ょ く

について

９月
が つ

　十五夜
じ ゅ う ご や

月見
つ き み

だんご、里芋
さ と い も

　１月
が つ

　正月
し ょ う が つ

　おせち料理
り ょ う り

　２月
が つ

　初午
は つ う ま

　油揚
あ ぶ ら あ

げ

５月
が つ

　端午
た ん ご

の節句
せ っ く

柏
か し わ

もち

こんだてメモ
平成２９年１月

福生市学校給食センター


