
 

 

 

食事
し ょ く じ

に関
かか

わる 

ものや人
ひと

に 

「ありがとう」の 

きもち 

 

 

 

 

 

 

新
あたら

しい学年
がくねん

・クラスになり早
はや

くも１ヵ月
かげつ

以上
いじょう

が過
す

ぎました。学校
がっこう

生活
せいかつ

にも慣
な

れ、 給 食
きゅうしょく

の時間
じかん

を 

待
ま

ち遠
どお

しく感
かん

じてくれているようです。過
す

ごしやすくなる時季
じ き

ですが、あっという間
ま

に梅雨
つ ゆ

を迎
む

え、新
あたら

し

い環 境
かんきょう

での疲
つか

れと季節
きせつ

の変
か

わり目
め

で体 調
たいちょう

を崩
くず

す人が出
で

やすくなります。早
はや

めに休
やす

み、十 分
じゅうぶん

な睡眠
すいみん

をと

るように 心
こころ

がけましょう。 
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朝
あさ

 昼
ひる

 夕
ゆう

 朝
あさ

 昼
ひる

 夕
ゆう

 朝
あさ

 昼
ひる

 夕
ゆう

 朝
あさ

 昼
ひる

 夕
ゆう

 朝
あさ

 昼
ひる

 夕
ゆう

 

いただきます 
               

ごちそうさまでした 
               

食育
しょくいく がつごう 学 内 健 １ - ２ 号 

令和 7 年 5 月 16 日 

大阪府立豊中支援学校 

食事
しょくじ

・命
いのち

や人
ひと

への感謝
かんしゃ

の気持
き も

ちを持
も

つことができたら   に色
いろ

をぬりましょう。 

・「いただきます」「ごちそうさまでした」を心
こころ

をこめて言
い

えたら   に色
いろ

をぬりましょう。 

 

 
米
こめ

、野
や

菜
さい

、肉
に く

、魚
さかな

もみんな

生
い

きていたもの 

食
しょく

事
じ

を作
つく

ってくれる人
ひと

 

牛
う し

をそだててくれる人
ひと

 

 食
た

べ物
もの

をはこんだり

売
う

ったりしてくれる人
ひと

 はたらいてくれる家
いえ

の人
ひと

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五
ご

節句
せ っ く ぎょうじしょく

起
お

きたら、朝
あさ

日
ひ

を 

浴
あ

びる 

朝
ちょう

食
しょく

をよくかんで 

食
た

べる 

 

朝
ちょう

食
しょく

後
ご

に、 

トイレへ行
い

く習
しゅう

慣
かん

を 

つけましょう。 

 

昼
ひる

間
ま

は外
そと

で体
からだ

を 

動
うご

かす 

 

食
しょく

事
じ

は決
き

まった時
じ

間
かん

に 

食
た

べる 

 

早
はや

めに 

布
ふ

団
とん

に入
はい

る 

 

寝
ね

る前
まえ

に、ゲームやスマホ

を見
み

るのは 

やめましょう。 

 五
ご

節句
せ っ く

（五
ご

節供
せ っ く

）とは、江戸
え ど

時代
じ だ い

に幕府
ば く ふ

が祝日
しゅくじつ

として定
さだ

め、一般
いっぱん

に広
ひろ

まった行事
ぎょうじ

です。節句
せ っ く

は本来
ほんらい

「節供
せ っ く

」といい、節
せつ

日
じつ

に神様
かみさま

にお供
そな

えする食
た

べ物
もの

を意味
い み

しました。お供
そな

えした食
た

べ物
もの

をみんなで分
わ

け合
あ

って

食
た

べ、豊作
ほうさく

や健康
けんこう

、子
こ

どもの成長
せいちょう

などを願い
ねが  

ます。 

 

 (9月
がつ

9
ここ

日
のか

) 重陽
ちょうよう

の節句
せ っ く

 

中国
ちゅうごく

から伝
つた

わった長寿
ちょうじゅ

を願
ねが

う行事
ぎょうじ

で、「菊
きく

の節句
せ っ く

」ともいう。 

不老
ふ ろ う

長寿
ちょうじゅ

（年
とし

を取
と

らず長
なが

生
い

きできる）の力
ちから

があるとされる菊
きく

の花
はな

を 

浮
う

かべた「菊花
き っ か

酒
しゅ

」を飲
の

む風習
ふうしゅう

がある。 

 (3月
がつ

3
みっ

日
か

) 上巳
じ ょ う し

の節句
せ っ く

 

「桃
もも

の節句
せ っ く

」ともいい、３月
がつ

３日
か

に女
おんな

の子
こ

の成長
せいちょう

と幸
しあわ

せを願
ねが

う行事
ぎょうじ

。 

ひな人形
にんぎょう

や桃
もも

の花
はな

を飾
かざ

り、ひしもち、ひなあられ、 

ちらしずしなどをお供
そな

えする。 

(5月
がつ

5
い

日
つか

) 端午
た ん ご

の節句
せ っ く

 

「菖蒲
しょうぶ

の節句
せ っ く

」と
」

もいい、５月
がつ

５日
か

に 

男
おとこ

の子
こ

の成長
せいちょう

と幸
しあわ

せを願
ねが

う行事
ぎょうじ

。 

ちまきやかしわもちなどを食
た

べて 

お祝
いわ

いし、菖蒲
しょうぶ

湯
ゆ

に入
はい

る風習
ふうしゅう

がある。 

 (1月
がつ

7
な

日
のか

) 人
じん

日
じつ

の節句
せ っ く

 

「七草
ななくさ

の節句
せ っ く

」ともいい、 

１月
がつ

７日
にち

の朝
あさ

に 

七草
ななくさ

がゆを食
た

べて、 

無病
むびょう

息災
そくさい

を願
ねが

う行事
ぎょうじ

。 

毎日
まいにち

を元気
げ ん き

に過ごす
す    

ためには、『身体
か ら だ

を動かす
うご        

』、『食事
し ょ く じ

と睡眠
すいみん

をしっかりとる』ことが基本
き ほ ん

です。 

 (7月
がつ

7
な

日
のか

) 七夕
しちせき

の節句
せ っ く

 

「笹
ささ

の節句
せ っ く

」ともいい、７月
がつ

７日
にち

、天
あま

の川
がわ

に隔
へだ

てられた織姫
おりひめ

と彦星
ひこぼし

が 

一年
いちねん

に一度
い ち ど

会
あ

うことができるという中国
ちゅうごく

の伝説
でんせつ

と、 

日本
にほん

に古
ふる

くからある伝説
でんせつ

が合
あ

わさって生
う

まれた行事
ぎょうじ

。 


