
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県
にいがたけん

は、本州
ほんしゅう

の日本海
にほんかい

沿岸
えんがん

に位置
い ち

する南
なん

北
ぼく

に細
ほそ

長
なが

い県
けん

で

す。スキー場
じょう

、国立
こくりつ

公園
こうえん

、多
おお

くの温泉
おんせん

で知
し

られ、冬
ふゆ

には北西
ほくせい

の

季節風
きせつふう

がふき、日本
に ほ ん

有数
ゆうすう

の豪雪
ごうせつ

地帯
ち た い

（たくさん雪
ゆき

が降
ふ

る地
ち

域
いき

）

です。また、夏
なつ

にはフェーン現象
げんしょう

が見
み

られるなど気
き

温
おん

や湿
しつ

度
ど

の

高
たか

い気候
き こ う

で、四季
し き

の変化
へ ん か

の大
おお

きい地域
ち い き

です。沖合
おきあい

にある佐
さ

渡島
どがしま

は、江戸
え ど

時代
じ だ い

に佐渡
さ ど

金山
きんざん

が開発
かいはつ

されて栄
さか

えました。現在
げんざい

は、ト

キ保
ほ

護
ご

センターがあり、国
くに

の特別
とくべつ

天然
てんねん

記念物
きねんぶつ

に指定
し て い

されている

トキを、大
たい

切
せつ

に育
そだ

てています。 

新潟県
にいがたけん

には、日本
に ほ ん

で最
もっと

も長
なが

い信
しな

濃
の

川
がわ

（全長
ぜんちょう

367 ㎞
キロメートル

）が

流
なが

れ、その下流域
かりゅういき

には越後
え ち ご

平野
へ い や

が広
ひろ

がります。河川
か せ ん

に流
なが

れこむ

雪
ゆき

解
ど

け水
みず

と、夏
なつ

の気候
き こ う

が肥沃
ひ よ く

な大地
だ い ち

を生
う

み、稲作
いなさく

がさかんに

行
おこな

われています。米
こめ

の栽培
さいばい

面積
めんせき

、収
しゅう

穫
かく

量
りょう

ともに全
ぜん

国
こく

第
だい

１位
い

（令和
れ い わ

３年
ねん

度
ど

）です。新潟県産
にいがたけんさん

のコシヒカリは、全国的
ぜんこくてき

に「お

いしいお米
こめ

」として評判
ひょうばん

で、特
とく

に「魚沼
うおぬま

」「岩船
いわふね

」「佐渡
さ ど

」は

「新潟県
にいがたけん

の三大
さんだい

米
こめ

どころ」と呼
よ

ばれ人気
に ん き

があります。また、

新潟県
にいがたけん

では、お米
こめ

を使
つか

って作
つく

る日
に

本
ほん

酒
しゅ

や米
こめ

粉
こ

、米
こめ

のお菓
か

子
し

（あ

られ、せんべい、かきもちなど）の生産
せいさん

も盛
さか

んです。 

１1日
にち

に登場
とうじょう

します。 

＜献立
こんだて

＞米飯
べいはん

 牛 乳
ぎゅうにゅう

 サケの揚
あ

げびたし 

ずいきのきんぴら 黄金
こがね

汁
じる

 

 

 

１１月 

新潟県
に い が た け ん
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出典：農林水産省 HP 全国学校栄養士協議会 HPより 

■サケ 

 サケが遡上
そじょう

する三面
みおもて

川
がわ

が流
なが

れる新潟県
にいがたけん

村
むら

上
かみ

市
し

は「サケの町
まち

」として知
し

られています。村上
むらかみ

市
し

のサケ文化
ぶ ん か

の歴史
れ き し

は古
ふる

く、平安
へいあん

時代
じ だ い

には京
きょう

の都
みやこ

へ租税
そ ぜ い

としてサケを納
おさ

めていました。ま

た江戸
え ど

時代
じ だ い

後期
こ う き

には、世界
せ か い

初
はつ

の人工
じんこう

増殖
ぞうしょく

に

成功
せいこう

するなど、昔
むかし

からサケとの関
かか

わりがあり

ました。町
まち

には、サケへの感
かん

謝
しゃ

の気
き

持
も

ちから、

サケの頭
あたま

から尾
お

まで大切
たいせつ

に食
た

べる文化
ぶ ん か

が根付
ね づ

き、100種類
しゅるい

以上
いじょう

の料
りょう

理法
り ほ う

が受
う

け継
つ

がれてい

るといわれています。 

■ずいき 

 「ずいき」は、里芋
さといも

の一種
いっしゅ

の「八
や

つ頭
がしら

」の葉柄
ようへい

（葉
は

と茎
くき

をつないでいる部分
ぶ ぶ ん

）のことです。新潟
にいがた

県
けん

では、信濃
し な の

川
がわ

流域
りゅういき

や水田
すいでん

地域
ち い き

で多
おお

く栽
さい

培
ばい

され

て、長
なが

岡
おか

野
や

菜
さい

、上
じょう

越
えつ

野
や

菜
さい

、柏
かしわ

崎
ざき

野
や

菜
さい

にも指
し

定
てい

さ

れていています。ずいきを酢
す

に漬
つ

けた「ずいきの

酢
す

漬
づ

け」は、新
にい

潟
がた

県
けん

の郷土
きょうど

料理
りょうり

として古
ふる

くから親
した

しまれています。酢
す

の物
もの

以
い

外
がい

にも、ずいきを干
ほ

し

て保
ほ

存
ぞん

しておいて雑
ぞう

煮
に

に入
い

れたり、汁
しる

物
もの

や煮
に

物
もの

、

きんぴらとして食
た

べられています。 

■黄金汁（こがねじる） 

 新潟県
にいがたけん

上越市
じょうえつし

大島区
おおしまく

に伝
つた

わる黄
こ

金
がね

汁
じる

は、数
すう

百
ひゃく

年
ねん

前
まえ

から食
た

べられている行
ぎょう

事
じ

食
しょく

で、お釈迦
し ゃ か

様
さま

の命日
めいにち

に作
つく

る風
ふう

習
しゅう

が残
のこ

っています。打
う

ち豆
まめ

、

大根
だいこん

、にんじん、里芋
さといも

、ごぼうなどの７つの材料
ざいりょう

を切
き

り、大鍋
おおなべ

で煮
に

込
こ

んだもので、 昔
むかし

は冬季
と う き

の

大切
たいせつ

なたんぱく源
げん

でした。各家庭
かくかてい

の畑
はたけ

の豊
ほう

作
さく

祝
いわ

いとして作
つく

ることから「黄
こ

金
がね

汁
じる

」の名
な

前
まえ

が付
つ

いた

とされています。 

葉柄
ようへい

（ずいき） 

茎
くき

（さといも） 

葉
は
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