
機械
きかい

で収 穫
しゅうかく

できない場所
ば し ょ

は、 

カマを使
つか

って手作業
てさぎょう

で収 穫
しゅうかく

します。 

水上
みずかみ

さんはしいたけも栽培
さいばい

して

います。ならの木
き

やくぬぎの木
き

に、しいたけの菌
きん

のコマを 1月
がつ

中 旬
ちゅうじゅん

～2月
がつ

の寒
さむ

い時期
じ き

に雑菌
ざっきん

が入らないように打
う

ちます。6

ヶ月
か げ つ

の 間
あいだ

に木
き

の中
なか

に菌糸
き ん し

を張
は

りめぐらせて、しいたけになっ

て木
き

の外
そと

へでてきます。2年
ねん

くら

いで収穫
しゅうかく

の終
おわ

わった木
き

は、ハウ

スを温
あたた

める燃料
ねんりょう

として再
さい

利用
り よ う

されていますよ。 

                                

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

   

 

  

 

  

 

冬至
と う じ

は一年
いちねん

で最
もっと

も昼が短く夜が長い日です。 

      この日を境
さかい

に日がのびていくため、昔
むかし

の人
ひと

は 

冬至
と う じ

を「陰
いん

」の極
きわ

みとし、翌日
よくじつ

から「陽
よう

」にかえっていくと考え 

ました。これを「一陽来復
いちようらいふく

」といいます。力
ちから

がよみがえり、運気
う ん き

も 

上
あ

がる節目
ふ し め

といわれるこの日は、かぼちゃを食べる、こんにゃくを食べる、 

ゆず湯
ゆ

に入るといった風習
ふうしゅう

があります。今年の冬至は２２日（金）です。 

給 食
きゅうしょく

から誕生
たんじょう

し、駒ヶ根
こ ま が ね

名物
めいぶつ

に 

なった「かっぱすいとん」 

子
こ

どもたちには、安心
あんしん

で安全
あんぜん

なお米
こめ

を食
た

べてほしいで

す。自然
し ぜ ん

にもやさしい方法
ほうほう

で育
そだ

てたお米
こめ

です。駒ヶ根市
こ ま が ね し

の

子
こ

どもたちにプレゼントするので、食
た

べてみてください。 

  

12月 2０日（水）献立 

・ごはん（水上さんのお米） 

・牛乳 

・かっぱすいとん 

・魚のゆずみそ焼き 

・いそマヨサラダ 

かっぱすいとんは天竜川
てんりゅうがわ

の河童
か っ ぱ

伝説
でんせつ

からヒントを得
え

て

考
かんが

えられた料理
りょうり

で、緑色
みどりいろ

のすいとんはかっぱの手
て

をあ

らわしています。また、「地元
じ も と

の野菜
や さ い

をたくさん食
た

べて

欲
ほ

しい」という願
ねが

いを込
こ

め地元野菜
や さ い

がたっぷり入
はい

って

います。冬至
と う じ

に食
た

べたい「ん（運
うん

）」のつく野菜
や さ い

をたっ

ぷり食
た

べて運気
う ん き

アップ！！！ 

食
た

べると良
よ

いことがたくさんあるかもしれませんよ。 

 

今月の駒っ子給食だよりは、冬至のお話と水上さんの「お米」を紹介します。 

冬至になんきん（かぼちゃ）を食べると「かぜをひきにくくなる」といわ

れます。かぼちゃは夏の野菜
や さ い

ですが、長い間保存
ほ ぞ ん

しておくことができるの

で、野菜が少なくなる冬の貴重
きちょう

なビタミン供
きょう

給源
きゅうげん

でした。 

冬至にゆず湯に入り「無病
むびょう

息災
そくさい

」（病気にならず、げんきにすごせること）を願

います。「ゆず」は香
かお

りが強
つよ

く、強い香りには邪気
じ ゃ き

（わるいもの）をおいはらう

力があるとされていたためです。また、「冬至」を「湯治
と う じ

（湯
ゆ

（温泉
おんせん

）に入って

体を治
なお

すこと）」という言葉
こ と ば

にかけているそうです。 
運盛
う ん も

り 
冬至
と う じ

には「ん」のつくものを食べると「運
うん

」

を呼
よ

び込
こ

めるといわれています。特
とく

に

「ん」が 2 つ含
ふく

む食
た

べ物
もの

は、運
うん

が重
かさ

なり

倍増
ばいぞう

するとして特
とく

に縁起
え ん ぎ

が良
よ

いとされて

います。 
「ん」を２つ含む食べ物 

・なんきん（かぼちゃ）・にんじん 

・れんこん・きんかん・ぎんなん 

・かんてん・うんどん（うどん） 

駒ヶ根市
こ ま が ね し

内
ない

の農家
の う か

さんから、今日
き ょ う

も 

たくさんの野菜
や さ い

が届
とど

けられています。 

皆
みな

さんはあまり意識
い し き

していないかも

しれませんが、駒ヶ根市
こ ま が ね し

には「お米
こめ

、

大根
だいこん

・白菜
はくさい

・長
なが

ねぎ・きゅうり・ 

キャベツ・小松菜
こ ま つ な

などの野菜
や さ い

、りんご・

いちご・他
ほか

の果物
くだもの

など、たくさんの 

新鮮
しんせん

でおいしい地場
じ ば

産物
さんぶつ

があります。 

 感謝
かんしゃ

していただきましょう！ 

  

稲
いね

と稲
いね

の間
あいだ

にはたくさんの雑草
ざっそう

が生
はえ

ます。今年
こ と し

は、

除草剤
じょそうざい

を使
つか

わずに、草
くさ

を取
と

る機械
き か い

で草取
く さ と

りをしたそ

うです。すると、こんなにもきれいになりました。 

平八郎
へいはちろう

さんは 10代目
だ い め

、積善
せきぜん

さん

は 11代目
だ い め

の 1600年
ねん

頃
ごろ

から代々
だいだい

続
つづ

く専業
せんぎょう

農家
の う か

です。 

12月２２日に 

汁物で登場します！ 今年
こ と し

は、農薬
のうやく

（殺虫剤
さっちゅうざい

・殺菌剤
さっきんざい

・除草剤
じょそうざい

）を使
つか

わず、

そして、化学
か が く

肥料
ひりょう

も使
つか

わずにお米
こめ

を育
そだ

てたそうです。

田
た

んぼの土手
ど て

の草
くさ

を刈
か

り、稲
いね

と稲
いね

の間
あいだ

の草
くさ

を取
と

るこ

とで、風
かぜ

通
とお

しがよくなり、虫
むし

や菌
きん

の居場所
い ば し ょ

やエサが少
すく

なくなります。そうすると、除草剤
じょそうざい

、殺虫剤
さっちゅうざい

、殺菌剤
さっきんざい

を使
つか

わずにすみます。草
くさ

を取
と

ることで、稲
いね

の根
ね

や茎
くき

が

強
つよ

くなり、自然
し ぜ ん

の力
ちから

がサポートをしてくれるので、

健康
けんこう

な稲
いね

が育
そだ

ちます。稲
いね

を健康
けんこう

に育
そだ

てるため、土
つち

づく

りや肥料
ひりょう

のことなど沢山
たくさん

勉強
べんきょう

をしているそうです。 

今回
こんかい

、２６０ｋｇの玄米
げんまい

を寄贈
き ぞ う

していただきました。 

 

 

赤須
あ か す

さといもは、駒ヶ根
こ ま が ね

の上赤須
かみあかす

地区
ち く

に伝
つた

わる伝
でん

統
とう

野
や

菜
さい

で

す。 

市内
し な い

の 1軒
けん

のみに代
だい

々
だい

伝
つた

わる里
さと

芋
いも

でしたが、農
のう

事
じ

組
くみ

合
あい

法人
ほうじん

   

下
した

在
ざい

東
とう

部
ぶ

で栽培
さいばい

が始
はじ

まり、今は 10人ほどで育てています。 

芋
いも

はしずくのような細
ほそ

長
なが

い形
かたち

をしており、粘
ねば

りが強
つよ

くて、煮
に

えやすく、おいしいのが特長
とくちょう

です。 

葉柄
ようへい

（茎
くき

の部分
ぶ ぶ ん

）も 芋
いも

がら として、食
た

べられます。 

しいたけの赤ちゃん 

竜東センターでは、水上さんの 

しいたけを使っているよ！  


