
Japan society of Home Economics

NII-Electronic Library Service

Japan 　sooiety 　of 　Home 　Eoonomios

日本家政 学会誌　Vol、49　No ．2　199・一・206 〔1998）

，．VLMA ハへM ，tノ，

総 胤i
学校給食にお ける現代的課題 と して の

　　　　　食文化教育の 内容 と視点

秋　永　優 　子 ， 中　 村 修
＊

（福岡教育大学教育学部，
“
長崎大学環境科学部）

原 稿 受 f寸平成 9年 6 月 20Ei；原 稿 受理平 成 9 年 11月 2ユ 日

Sllt）stance 　and 　VieWpoints　of 　Cultural　Education 　of　Dietary　Habits

　 　　　　as　a　C　lrrent 　Problem　of　School　Lunch　Service

Y しiko 　AKINAGA　and 　Osamu　NAKAふ1uR」べ

E ‘’α 改 vq 伍 跏 α rr蜘 ，　Fukuoka ｛加 ゴvers ’iy　of 　Edttcat ’o ’！、　A伽 顧 幽 8〃 −4丿92
家
勲 α 鵡 ρプEnviro几mental 　Studies，1＞α9（‘saki 　Uniり‘ζ厂瑚 P，　A「

agasaki ，852−813／

　The 　sul）st．ance 　of　c廴llturai 　educatiorL　of　d主eしary　habit．s　tha仁shou ⊥d　be　practiced　in　the　actual　scenes 　of

schoDl 　lしmch 　 5ervice 　 a．lld　 its　 viewpDintE 　 w ℃ rc　 studied 　 as　 a　 current 　 prob ］em ．　After　 c／ol／巳rming 　 the

dellnition　D 「
‘‘
culture 　of 　dieしary 　habits∴as ｛．he　preceded　resea，　reh 　wworks 　c 〔｝11cer 【ling 　cultural 　cducation

of 　dietary　l
’
Labitg．　 ol／ schc ）（）亅1u旧 dl　 s巳rv 正ce 　w ∈∋re　looked　 over ，　it　beoame じlear 仁hat 〔．hree 正

．
esearchers −−

Fujiw＆ra、　Miyaharaをmd 　Kar1匡）｝1− lnentjoned 　th面r　o “
・n 　views 　on 　h〔，w 　t〔〕 comprehend 　iし Tl／ey 　were 　Qr

peri
’
ect 　accord 　in 亡he　pGlnt 　that　the　substance 　of 　cultural 　education 　of 　dietary　habits　lncluded　not 　only

l
．
egionai 　traditiolla！（iishes　and 　dishes　for　spec ；Lal　occasions

，
but　also 　the　way 　of 　rice 　conkin 禽，mat ，erial 　of

tablewal’e．　tlle　relationship 　bet  veen 　children 　and 　people　iiivolved　in　tlle　p［
．
ovlsi 〔＞n 　o「sd しool 　lur】ch ，　alid

other 　diver／　 e　things 　They 　 al＄o　thou 暮ht　 all　 of　these 　things　to ｝〕e　I
’
aet ．ors 　that　 shoutd 　be　iエidixrldually

discussed．　Ta ［くing　1．hese　 matt ・f・rs　lnto 　consideration
，
　the　 authors 　proposed　that　three 　 vieLxpoints ，〜，e．，

1
．
esPect 　of 　hr・．imftn 　 rLg　Lirs，／1pbrlnging 　of 　the　 sociality 　of 　children 　and 　relations 　to　natural 　environment

shL ｝uld 　be　consider ∈
・
cl　principa ユly　ilecessary 　fo！1　 eultur

’
al　 cdu （／tlt．k汀 L　 of　diet，ai・y　habits　oll　 school 　lllnch

servlce ．　In．laじ†u ：ヨ亅cases 丶vhere 〔hree　viewpoints 　were 　adopted 　tc） sdLoo 】lunchservice，lt“was 　ascertalned

that（／ull：ur 乱l　edi ユca1 ．io］10f 　dieもary 　hal）iむs　zavas　put　into　practice　as 　a　slgnificar ／t 、w ）r｝（．

　　　　　　　　 　　　 （Recoived　June　20，1997；Accepted　in　 revised 　form　Novembe1 」21，1997）

KeyvFords：　schoo ［　ILinch　sc］i1／
・
Kce 　

’
亭：拳交革含食，　cult ／ure 　of 　dietary　hahits

S1⊥bS｛ance 　内容，　 vielKpoin ［t　視点，
食文 イ匕，　education 　郭〔育，

　 1．緒　 　言

　戦後の 食糧難の 下 ，子ど もた ちの 栄養補給 を H 的 に

制度化された学校給食 も，そ の 役割は大 きく変化 して

き た ，現 在学校給食 に 関 して 取 り沙汰 さ れて い る 問題

の
一

つ に食文化が あげ られ る ．学校給食は，栄養素充

足 と経済性が優先され ，凵本の食文化の継承 ・発展を

阻害して きた とい う指摘が しば し ば なされ る．そ の
一一

方で
， 食文化教育 に 果 た す役割 の 重要性 も注 日 さ れ る

よ うに な っ て い る．

　食文化 を 表す もの は
， 概 して ，地域 で育 まれ た 郷 k

食や 行事食 とさ れ が ちで ，学校給食の 現場で は，一般

に そ の 傾 向が 強 い ．

　た と え ば，学校 の 給食主任 の た め の 手引 き書 （下村

と長 田 1995，66） に は ，食 文：化 を学校給食 で 取 り上

げ る た め の 方法 と して ，給 食 セ ン タ ー
運 営委員会 で

「ユ．地域 の 特産品 な らび に 食文化 の 推移 と郷 土食の

選択 ，
2．学校給食に供さ れ る 地域 の食材料 の 調達 の

適否，3．地 域 に 伝 わ る 郷 土 食と献立 へ の 利用」 に つ

い て話 し合 い ，　
一
つ の 郷土料理 を学校給食で 実施 した

例 が あげ られ て い る ．
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　学校給食に 関す る職務 の 多 くを担う学校栄 養職員

（以 降，栄養十 と称す） を 対象 と し た指導書 （学校給

食指導研 究会 1988，355）に，「先人 の食生活 に対す

る J［1夫と努力 が 郷 土食に 代 表され る そ の 地域 の 食文化

を形成 して きた こ とを踏 まえ，学校給食へ の 郷土食 の

導人 を通 して （略），地域 の 食文化 自体の 継承に も努

め る ： と 述べ られ て い る t 郷 」．二食や 行事食を学校給食

の 献立 に導入す る こ と を心 が け て きた 栄養十 も少な く

な い （根岸 1991．25〕．

　文部省 〔19D2，23，43，50）が 出 した 『学校給食指

導 の 手引』 で は，食文化とい う表現は，「郷 ．［二食や行

事食な ど」 に 隈定 さ れ て 用 い ら れ て い る．

　また，地域 祉会 の 側 か ら も，地域活性化 を目的と し

て ，食文化創造 の 名 の もと に伝統的な食べ 物や特産品

の 活路 を学校給食に求めた多数の 報 告 （地方 シ ン ク タ

ン ク協議会 1990） もみ られ る．

　 しか し，学 校給 食に お い て，食文化に関す る内容，

す なわ ら食文化教育 と して 機能 し得 る 内容は ，地域の

郷 L食や 行・事食，特産 Ilil11だ け に す ぎない もの であろ う

か．む し ろ，学校給食を通 し た食 文化教育の 内容 は，

そ こ に現 出す る様 々 な事象を包括する もの で はない か

と著者等 は考える ．した が っ て ，食文化教育の 観点を

も っ た学校給食の 実施 は ，郷．L食 や 行事食に留 ま ら な

い 学校給食を め ぐる様 々 な問題 の 解洋モに つ な が る 叮能

性 を 有す る もの とも予想 され る，

　 ．f一ど もた ちは，日々 の 食べ る行動すなわち食体験 を

介して ，食嗜好 や 食物觀，食亊観，食知識などが影響

を受け て 形成 され ，次 の 食欲 や 食 べ る 行動 の 方向を決

め る こ とに な る （足 、Z等 1992、148）．そ し て，学校

絵食は，そ の 喫食 され て い る時期 だ け で な く，彼等の

成人後 の 食習慣や食嗜好に も強 い 影響を及ぼ す こ と

〔fH亅見 と根岸 1993，52：1 も明 ら か に な っ て い る．学校

給 食が 教育課程 に位1酎 ・1け ら れ た教育活動 で あ る か ら

に は，学校給食を通 した教育 は 重 要で
， 食文化教 育に

課せ られた役割 も大 きい と考え られ る．

　そ こ で ，本研究 で は，学校給 食に おけ る 現代的課題

と して，現実 の学校給食で実施され る食文化教育 の 内

容 に 着 ［−iし，そ こ に 求め られ る視点に つ い て 論 じる．

　 最初 に 食 文化 の 定義 を確認 した後，こ れ まで に な さ

れた学校給食 における 食文化教育に 関する研究に鑑み

なが ら，現実 の 学校給食 に お い て 食文化教育の含むべ

き内容 と視点 を 明 らか に し
，

そ の 具現 の 可 能性 に つ い

て 検討す る．

　2．食文化の定義

　食文化 の 果た して きた 文化的 な役割に つ い て は，最

近 ま で あ ま り注 目されず （吉川 1995， 1）， 食文化 は

世界的に も新 しい 研究分野 で あ る （石毛 と鄭 1995，

3），食文化 と い う語彙は
， 使わ れ 出 して 20余年 （味

の 素食 の 文化 セ ン タ ー
編集部 1995） と言 わ れ，先駆

者 に よ り定義 が 示 され始 め た と こ ろ で あ る ，

　石川 と河野 （1989，18）は，食文化とは，人間が食

生活を営むため に何 らか の II二夫 ・努力をす る さまざま

な行動 を客体化 した もの と い え る と述べ て い る．また
，

人問が個 体の 維持に必 要な栄養 とエ ネル ギ
ー
確保 の た

め に 行 う食物摂取行動 に お い て ，自然環境的生活 条件

に 順応 して満足す る だけで な く，積極的 に，よ り望 ま

しい 食生活を営むため に 工央 した り，考え て実践 して

い く様 々 な行動そ れ 自体を指す （石川 1993＞ とも説

明 して い る．

　和仁 （1991）は ，「文化 と は 人間が 自然 に 手 を加 え

て形成 して きた物質と精神に おけ る 成果で あ っ て ，人

間の 生活を形成す る様式 とそ の 内容の すべ て を包含す

る もの で ある1 とい う定義か ら考察 し，「食生活は 食

文化の 基礎 の Eに実践 される人間 の 営みである」とし

て ，食物 文化 を形成す る要 因群 を 「自然 の 条件 」「人

聞 の 技術 1「社会の 規約．」の 三 詳 に大別 して い る ．

　石毛 と鄭 （1995，18） は，1
一
文化 とは，生物 と して

の 人間に遺伝的に繰 り込まれた行動で はな く，人間の

集団の 中 で 後 天 的 に 習得 し た 行動」 と い う定義 を 踏 ま

えて ，食品加
一
「1体系 と食事行動体系を中心 に すえ て 考

え る 際 に 「食事 文化」 と い うの に 対 し て ，「食 文化」

は こ れ らに加え て環境 と生理 をも含ん だ広義の 概念 と

して 文化の視点か ら食に関係す る こ とを考察する こ と

で あ る と し て い る ，

　以上 の 代表的 な研 究 者 に よ る見 解 を ま と め る と
，

「食文化 とは，人間が食生活 を営 む上 で ，自然 ・環境

に対 し，順応す る
一一・
方で ，積極的 に働きか け て，実践

し，習得して きた様 々 な行動や そ の 内容で あ る」と言

い 表す こ とが で きる，

　 こ の 解釈で は
， 食文化が 地域 に伝わ る郷 十食や行事

食に限定 され る もの で は な い こ とが わ か る．学校給食

を通 して 伝え る食文化 の 内容 と して は，た とえば ，料

理 の手作 り，米飯給食 の 炊飯方法 ， 地場 の 野菜や卵 ・

肉 ・魚介類 の 利用，食器 の 材質，洗浄剤 と して の 廃油

石 け ん の 手作 りと使 用 （H 本消費者連盟 1986，184，

205）等を含み得る もの で あると言える，

　 こ の 解釈 に基 づ い た食文化 の 内容 を，学校給 食 に 反
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映 させ て い く必要 が あ り
，

そ の 手段 が 食文化教育 で あ

ろ う，

　今まで あま り重視 され て こ なか っ た学校給食に お け

る食文化教育の あり方に つ い て ，考えて い く．

　3．先行研 究 に み る学校給食に お け る食文化教育

　学校給 食 に おけ る食文化教 育の とらえ方に 関 し，こ

れまで に研究者 二提 示 され て い る もの に つ い て哲
．．
寸を

行 う．

　厚
尸 沢 Q9．　91） は，まず，「学校給食は 『食べ る』 こ

と に 対 す る 科学的 召融を育み ，人 間的 ・文化的発達 を

保証す る こ との で きる教養の 場 で ある こ とをお さえ て

おか なければ ならない 　 と して い る．そ し て，［給食

材料や そ の 供給 の さ れ 方，材
．
料 に 合 わ せ た 調理 法や盛

り付 け
・
配膳，食 ｝1：の 食べ 方の 基 本で ある共 食の あ り

ゐ 等を学ぶ こ と こ そ が学校給食 に おける食文化
’
￥認の

中心課遺 と な る 」 〔藤沢 1993） と述 べ ．さ ら に 「文化

と して の 学校絆 食を考えよ う とすれ ば，そ れ ガ 成 り立

っ て い ろ 4 て の 則 9を視野 に 人 れ な け才
「
しばな ら ない 」

（膳 ‘尺 ユ993）　と し て い る，

　 1榛沢 が ，
’
？校給食の 実例 に 見 る 食 文化として 取 り L

げ た 内容 は，献立 に お け る米飯 とお か ず の 組 み 合 わ せ

昧 尺 1992）や魚 ♪調堤i法，伝耽食と地場産物 の 取 り

入 れ ，家 ［こ科 等の 教 科
・との 連↑刊生 1

庫 沢 1993）に 隈

ら れ て い た，

　
宀

原 （1993）は，凵木人 に 1一っ て そ もそ も豊かで あ

っ た 「食文化」が 、．学校教育とくに給食の 発展に 伴 っ

て，逆 に貧 しい もの に な っ た と懸念 して い る．そ して ，

食文化と して の 牛校給食の 改 骨， を H ざす際 とくに 大リリ

な の は，7：校給食11、に示さ した 四 つ の 「学校給食 の 目

標一1の うち 「二 ，学校生活 を整 か に し，明 る い 社交性

をk ・うこ と」だ ろ うとして い る ．他 の モつ ，す なわ ち

「
．．一
，　日常 生 活 に イ

1
け る 食：善トiこつ い て，正 し い 1里解 と

望 ま しい 習慣 を養 う こ と．1
一

三，食生活 の 合理化 ，栄

食 の 眠 善及 び純康の 工的進 ノ’
図 る こ と」「1！Ui，食糧 の 生

産，配分及び消費に つ い て ，正 し い 理解 に導 くこ と」

も，こ の
tt1

に 集約 される の が よい と孝え て い る．

　宮 原 は
， 大切 な の は ，こ の 目標 が ，「子 ど もの 権利

（人権月 に 立脚 し た．学校給食の 改善として 現実化 され

実践 され る こ とだ ろ うと し て い る，そ¢ ）方向を日ざし

て の試み の 例 と して ，「教 111iも，食 べ る の が 遅 い 子ど

もや あ まり食 事が すす ま な い f・どもに対 して ，
一

緒 に

話 しなが ら食べ る な ど，細か い 心 づ か い を して い る」

「給食 の 食 べ 物 の 内容 や 栄 長 な ど、こ つ い て ，子 ど も自

身が 説明す る 学校 も多い 」「セ ン タ
ー

か らの 給食を学

校で 温め直 した り，多少学校独白の メ ニ ュ
ー

を加え る

など，簡単 な詞岬べ をも っ て い る学佼 もあ る」「選択

制 メ ニ ュ
…を し て い る 学校 は 多い が

，
こ れ か ら は

，
2

種類 ぐらい の 中か ら選 ば せ る とい うこ と も考え られ て

よ い だ ろ う」 と い うこ と な どを紹介 して い る．

　加納 （1993）は，「［1本の 食文化を杜会 的 に位置づ け，

次の 時代に継承 ・発展させ る こ とは民族 として の貢務

で もあ る」 と考え
， 「食文化 に根 ざ した 学校給食の 実

現 は，普遍的 で 創造的 な 1轟 哉能力 ・行動能力 を育て
，

子どもたちの 人格 として 発達す る権利 を保障す る一
つ

と して 大切 な もの で あ る」と い う見解を示 して い る．

　 食文化 を伝え る学校給 食づ くりの 取 り組 み に は，

「望む学校給食像を，父母や 地域 と
．
緒 に な っ て作 り

上 げて い くこ とが大叨で ある」 1−P校給 食の 改善に は
，

施設貢乏備 の 充実や教職員 の 労働条件の 改善など，教育

条件 の 充実 を抜 き に考 える こ と は で きない 」 こ と を あ

げ て い る ．妓体 的 に は ， 「≠校給 食 を，他教科 と 関連

しなが ら，家寿労働な ど物 を作 り出す こ とを大事に し

た
， 学 沼を総合化す る 場と し て位直付け る」「地場の

農崖物 を導入 しf，7校給食 1「郷土料理 を献立に加 え

る」 こ と を あげて い る，

　 い ず れ の 捉 え 方 に お い て も
， 郷土 食 や 行事食 だ け を

学校給食 に取 り上 げ得 る 食文化 の 内容 と は して い な い

点で
一

致 して い る．どれ も，種 々 の事象を包括す る も

の としてf） 「A 付け て お り，先に得た解釈に よ る 食文化

の 内容 を，学校給 食に 反映させ て い くこ とと，矛 盾す

る もの で は ない ，

　次 に ，こ れらの 研究 に お い て食文化教為の 内容 と し

て取 り 1．’tげ て い る 嘆体例 を見る と，郷土食，共食，教

科 との 関連守 の 問題 を，個別の 亨象として 位置付け て

い る．学戟給食の 改善に は，そ れ ぞ れ ，す べ て の 問題

を視野 に 入 れ る ，「T一どもの 権利 」に 立脚す る，あ る

い は 教育条件 の 充実 と い うよ うな，全体を見通 した視

点や某盤弊備か大切 で ある として は い る が ，実践 され

る事象問相 互 の 連続性 や統合性 の 重要性 をri昌え た 人 は

い な い 。具体例に も，事象間の 連続性は，原則 として

見られ ず，藤沢 が 郷圭 食 と食材を関連 させ て い る に 過

ぎな い ，

　 こ の 3研 究者の見解に は，もう
一

つ 共通項が み られ

た，それぞれ，［学校給食は，人 fj的 ・文化的発達を

保 議 す る こ と の で き る 教 育 の 場 」「子 ど もの 権 利 （人

権）に ノ 脚 した ず校給食の 改善一「食文化に根 ざ した

学校給食 の 実現 は，子 どもた ちの 人格と して 発 達す る
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権利 を保障する j と表現 して い る．すなわち，人間性

や 人権，入格を重視 して い る点 で あ る。

　こ の こ とは，菷い 換えると，学1父給 食の 大方 の 現状

が
， 子 ど も た らの 人 間形成 や 入格，人権 を尊重 して い

な い こ と 蒼 J
’L て い る の で は な い だ ろ うか．そ して，

それを取 い ノ
：す た め に も，食文化教 冂

．
の 観点を学校給

食に効果的 に取 り入れ て い くこ とが 必 要 で あ る と ゴ え

よ う．

　4，学校給食に お け る食文化教育の視点

　学校給食 に 食文化教育の 観点を取 り入 れ る ため に ，

た とえば郷七食や 行丁食 を 実施 しよ うと し て も
， 明確

な食文化教育 の 視点を持たなけれ ば
， 真 の 意味 で の 実

現 は ，容 ∫で はな い ．

　編岡県 内 の 兼製 ．．Lを対 象と した 訝査 （秋 永と中村

1995； で け，地域亡　；か な行事食 である雑煮を 85％

が 実妃 し て い た が，地域 に 仏わ る作 り方を し て い た の

は そ σ）うちの 5割強で
， 福 岡の 郷 1：料理 で あ る だ こ 汁

、一つ い て も同様 の 結果で あ っ た．雑煮 と は，モ チ 米を

．．：して つ い たζ」が 椎多煮 1 加わ っ て で きあが っ た もの

1：橋本等 1993，ユ8の で あ る が ，メ生舌の 習慣に は な

い 自」三だ ん ご をAIい る こ とが ，学較給食で は多 い ．上

地 の 産物’Z一使 っ て 独 自の 料理法 で 作 ら れ
， 食べ 讃 が れ

て きた郷 」二食 （文部省 ］．992，43） の は ず の だ こ汁の

だ こ の 主材料 の 小父粉は ，わが 国の 小麦自給率が わず

か に 9t ） 〔堤林水産た臣官り 月査課 1996，15）の 現

状 で は，余程 の 配慮が ない 限 り輸 入小麦 が 使用 され て

い る，抱の 食杜 も，LI閇 地 や 国外 で 生 庠 さ れ た も の が

多い ，寒い 季即 に だ こ 汁 で 身体 ＆i め て きた 地域 も多

い が ， ）1／V さ れ て 配缶捻 2 トIJ間以 上経過 し （斎藤 寺

1995 、冷め たも の が供 され る
’
］
’
　ifもある ，正 月も旧

iEJi もけずれた H に ，雑煮が出 され る こ ともま九 で は

な い ．そ れ
＾

の 料 理 を郷
．
ヒ料理 と し て 献立 に 加えた こ

と き ト分に ∫
一
どもたち に 伝 えて い ない 場合す ら み ら れ

る ，また，副 ノ．．L，雑煮 もだ こ 汁 も，パ ン に ジ ャ ム や

チ ーズ
， 洋風 デ ザ … トが 組 み 合わ され る こ と も珍 しく

ない 〔神原 1997），学校給食に は，パ ン と焼 きそば と

い っ た 組 み 合 わ せ 1   田 1993，170 ；横浜市芋校氷養

i：研究 会 ユ9田 ，：！5） な ど，わ が 国 の 食生温に お い て

受け継力 九 て きた献
1
：形式や食置慣に なじ まない 食品

の 組み合わせ ヤ調理法が 多い （石川 1988，204）こ と

は，徐 々 に知 ら れ て きて い る ．

　背どお ．丿の 材料 や 作 りノ

「

J，献立構成 で 行わ なけれ ば，

意味が な い とい う考え方 は，柔軟性 が な く，非現実的

で あ り，著者等も支持 しない ．しか し， ltE． の ような

状況 で 郷 土 料理 を実施する こ とは，地域で 培われ た独

特の 食事で ある郷土食を伝え る こ との意義に 立ち返る

時，果 た し て 子 どもた ちの た め に な っ て い る の か疑問

で あ る．子どもと言 えども，
一

人
一

人が人格 を持 っ て

い る こ とに 日を向ければ，子 どもたちの 人権配慮 の 視

点 の 欠落 が感 じ られ な い だろ うか．多忙 な学校給食現

場 で ，繰 り返さ れ て い る うちに，作 る方と食べ る 方の

双方で 慣れ て しまっ た ，矛盾の 多い こ れ らの 問題に つ

い て，改 め て考え直すべ き時が きて い る．

　雑煮や だ こ汁の例に見 られた問題 は，文部省の 「学

校給食実施基準」に 沿 っ て 献立 を作成 し なけ れ ばな ら

な い とい う栄養素主義 （島田 1994，192）の枠に縛 ら

れ た 現状 の 中 で，学校給食で 食文化的内容 を取 り上 げ

る ため に は 郷上料理 を献立 に 加えさえす れ ば よ い ，と

も受け取られかね ない
一

義的な発想 に 原因が あると考

え られ る．学校給食 に 食文化教肓を導入す る際，た と

えば郷 土 料理 の 採用とい う単独の 事象で は な く，そ の

意義に則 っ て学校給食の 全体を見通 し，バ ラ ン ス感覚

をもっ た食文化教育の 視点が 必要 で あ ろ う，

　そ こ で，前章で の 解釈 をもとに，学校給食 を通 した

食文化教育 の 実施 に お い て，と くに 重要 と思 われる視

点 に つ い て 譖 祭す る．

　学校給食に食文化教育を取 り入れ る際に，念頭に お

か なければならない 視点として ，第一に
， すで に触れ

て きた人格や人権 の 尊重があげ られ よ う，

　学校給食とは，広義で は，学校の 管理 ドに お い て，

当「亥学校に 在学す る 児童生徒 に 食 事を供給す る こ とを

い い ，狭義で は ，義務教育の 易合は，学校給食法に 基

づ き，義務教青譖学校すなわち小学校，中学校，なら

び に 肖学校，聾学校お よ び養護学校の 小学部及び 中学

首11に お い て実施され る給食をい う （文部省体育局学校

健康教角課 工994，ユ），学校給食実施校 で は，子 ども

た ち は こ れ を毎 H 食す る こ とが ，義務であ り当然の こ

ととな っ て い る の が大方の 現状である．だか ら こ そ，

食 とい う入間の 某本的人権に関わ る部分の
一

端を担 う

学校給食 の 場 で の
， 人権の 寺重が 必要な の で あ る．

　 しか し，多忙 な学校給食の 現場 、こ
， 実際 に 人権尊重

の 視点 を広 く具体化 す る の は，簡単 な こ と で は ない ．
一
般に，学校給食の 是非が論 じられる際 ， 食 べ る主体

者で あ る ∫
・
どもた らに焦点が当て られ て お らず，子ど

もた ち離 れ し た
’
i
’
：校給食 が 増加傾 向 に あ る （足 ず．等

］992，95）こ とは，よ く認義 されなけれ ばならない ．

　 学校給食に お い て 人権配慮を可能 に す る方策が，食

1〔x｝ （202＞
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学校給食に お ける 現代的課題 と して の 食文化教育の 内容 と視点

文化教育の 観点 の 本質的な意味で の 導人 と言え よ う．

　こ の よ うに ，食文化教 育の 重要な視点と し て，『人

権の 尊重』があ る と考え る．

　他方，山村 （19．　90｝は，「あ る意昧で学校給 食は ，

日本的文化再生産の 巨大な装置の
一

貫として機能 して

い る とい っ て よ い 」 と の 考えの もとに，「今学校給食

を問題 とす る こ と は
， 日本σ）文化を問題にする こ とに

つ なが り，同時に El本人 の 社会化 （人間形成）の あり

方を問うこ とを意味す る」と述べ て い る．人間形成あ

る い は社会性を育て る場と して ，学校給食を通 した食

文化教育は位置付け る こ とが で きる ，社会性 を育成す

る こ と は ，食文化 と して の学校給食の 改善を 目 ざす際

と くに大切な こ ととして ，宮原もあげた点で ある．

　各種 の 生活経験 の 不足 や 人間関係 が 希薄化 して い る

今日 の子 どもたち に と っ て，学校給 食の 今 日的役割 と

して も
，

「人 間関係 を豊か 1にす る」 （文部省 1992，12）

こ と があげられ て い る、学佼給食を毎日 とる場は，ク

ラ ス ある い は学校 と い う紛 れ もな い
一

つ の 「社会」で

あ り，そ こ で ，ク ラ ス メ
ー・・トや 教 師 ， 栄養士

， 調 理 員

等と関わ る 意義は大 きい ．また ， 学校給食 は
， 給食が

で きる まで に は多くの 人々 が汗を流 して働 い て い る こ

と を情報 ， あ る い は体験と し て 理解す る こ との で きる，

学校 の 外 の 社会との 接点で もある．

　藤嫡 U993） は ，学校給食を通 じて 子どもの 人間関

係や 社会性 を育成 しよ う とす る 試 み が一．．定の 効果 を発

揮 して い る こ とを認 め て い る．そ して ，そ の よ うな効

果や発想 は ，人 間関係の 結び付 きを重視す る 日本文化

に 特徴 的な現象で は ない か と述べ て い る．

　こ れ ら よ り，学校給食に お ける食文化の 視点の 「 つ

め と して ，『社 会性 の 育成』 を あ げた い ．

　第三 に，先 に 見た食文化 の 定義か ら，食文化が ，自

然
・
環境 と関わ りなが ら発達 して きた もの で あ る 点 に

注 目す る．

　環境 と は，広 辞苑 （新村 1991＞に よ る と 「四 囲 の

外界，周囲 の 事物，と くに
，

人 間 ま た は 生 物 を と りま

き，それ と相互作用 を及 ぼ し合 うもの と し て み た外界．

自然的環境 と社会的環境 とがある 1とい う意味を示す．

　環境を一一：つ に大別した もの の うら，後者 は
， 第 二 の

視点 と大きく関わ る もの で あ る ，

　前者すなわち 自然的環境は，か つ て は わ れ わ れ の 生

活 と密接 に結 び つ い て い た e ある特定の 地域 自然 に定

住 して人間 は 牛 きて お り，そ の独 自な季節牲 ・地域性

を共有する人閾と地域 自然との 物 質的 ・精神 的交通関

係 の 上 に食が あ り，季節 ・地域 を取 り込 む工 夫か ら様々

な食 の 手法が編み 出 され て きた （農文協文化部 1986，

122＞．現代に お い て は，自然的環境とわれわれの 食の

営み とは乖離しつ つ あ り，学校給食に お い て も例外で

は な い ．

　 しか し，献 立に 郷 1二料理 を取 り入れ る こ とが，また

食材や食器具等に 地場産物を取 り入れ る こ とが望 まれ

て い る ように ，学校給食 は，様々 な点 で 地域 の 自然的

環境 との つ なが りが求め られて い る．都市部で は，自

然 的環境は
， 消滅 しつ つ ある が ，た とえ，農業の 盛ん

な地域 で あ っ て も，
．
∫
・ど もた ちの 生活と 自然的環境 と

は ，関 わ りが希薄 に な っ て きた．そ の よ うな状況 だ か

ら こ そ，自らの 生命の 源で ある食物 の 成 り立ち と，食

物そ の もの が生 命の営み で あるとい う食の 根本を，了

どもた ちが 実感 し，体得す る こ とが 必須 とな っ て い る．

そ の た め に は ，可能な限 り生活圏に近い 自然的環境 と

結 び つ く形 で ，学校給 食が 実施され る こ とが 必要 で あ

ろ う．

　 こ の こ とは，予どもた ちの将来 の 生活に 大 きくふ り

か か っ て くる 問題 で あ り，最 近 よ うや くわ が 国で も最

重要課題 と して受け止め ら れ る よ うに な っ た ，地球環

境 問題 との 連関 も大きい ．自然的環境の 恵み を味あわ

ず して ，地球規模 で の 自然 的環境 の 保全 の 必要を深 く

感 じとるの は容 易 で は な い ．そ して ， 自然的環境 の 恩

恵 を多くの 子 ど もた ちが 享受 で きる ，数少 ない 場 と し

て，学校給食が あ る と言える ．

　地球規模で の 食糧不足が深刻化 しつ つ あ る中，自給

率低下 の
一途をた どる わ が 国 に お い て も，近未来の 食

料難が心配 される．命の 糧 と して の 食べ もの を作 る点

で，農家 の 自給 と一
国 の 食糧 自給 と は 連続性 をもっ て

い る．そ して ，こ の 自給的な農業 は，各々 の 地域独 自

の気候 ・風土 と独自な農耕の 上 に 成 り立 っ て い る 儂

文協文化部 1986，121）．た とえば，地場産物の 学校

給食 へ の 供給 は
， 地域 地 域 に お け る食糧 生 産 を 前提 と

して い る点が特徴 で ，各地域 に おけ る食糧生産，農業

の 充実
・
発展 か ら、子 ど もた ちの 将来 の 食糧確保の 保

障に つ なが る，数少ない ，有効 な 方法 で あ る と 考 え ら

れる．

　 ま た
，

一一
般 に

， 農産物は，生産地 が 消費地 か ら離れ

る ほ ど
，

生 産の た め だけ で な く，貯蔵 ・輸送な どの た

め の 農薬を多く使わ ざ る を得ない 宿命に あ り，現代農

業 が 抱 え て い る 距離 の 問題 〔新道 1996） とも言 わ れ

て い る．た と え ば，輸入食材
’
は，ポ ス トハ ーベ ス ト農

薬 を始め とす る 化学物質に よ る 汚染 の 危険性 があ り

（小若　1989
，　10），　学二校糸含食 の 食：パ ン か ら も残留農薬
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が検出 （読売新聞 1995） され て い る．一
方，学校給

食に 地場の農産物が利用され て い る場合，通常，低 ・

無農薬 の もの が 供給さ れ て い る．適 した季節に農産物

を栽培す る こ と も，
よ り少 ない 農薬 の 使用 で す む．子

ど もた ちの 健康侵害を防 ぐ とい う意味 か らも，体内へ

の 農薬等の 摂取が よ り少な くて すむ，自然的環境に配

慮 した食材の利用は有意義で あ る ．

　 した が っ て
， f自然的環境 との 関わ り」 も重要な視

点 と して あげなければな らな い と考える．

　以 ．ヒ，『人権 の 尊重』「社会性 の AA
一
成』『自然的環境

と の 関 わ 1／」 の 三つ を，著者等 は ，学校給 食 に お け る

食文化教育に お い て，特に 必要な視点と して あげ る ，

こ れ らに立脚 した食文化教育が行われ る学校給食は，

個 々 の 雫象の 実 施 に 留ま らず，学校給食 に 関 わ る様 々

な事 象が有機的 に 関連 しなが ら質の 高 い 学校給食 の 実

現 に つ なが る もの と予想 さ れ る．

　5。現実の 学校給食に お ける食文化教育の 可能性

　それで は、現実の 学校給食に お い て ，食文化教育と

して実施 し うる もの に は，具体的に どの よ うな内容が

あ り，どの よ うな形 で 可能で あ ろ うか．三 つ の 視点に

注 11し な が ら，現在，実際に行わ れ て い る学校給食の

例 を文献にみ て い く．

　子 ど もたち に 安全な米を食べ させ た い と い う思 い か

ら 轟発 して ，有機低農薬米を使 っ た米飯給食を実現 し

た村で は，野菜 も無農薬の もの を使用す る ように な り，

食べ 物すべ て に安全性に気を配 りなが ら学校給食が進

め られ て い る （大塵 1993，llO）．保護者や地域の 生

産者が．毎朝，学校 の 給食調理室 に 届ける，地場 で と

れ る旬の 味 の 手作 りの 給食に つ い て，栄養士 が 毎日校

内放送 し，生産者も紹介す る．家庭に伝わ る料理 や ア

イ デ ア 料理 を 保護者 か ら募 り
， 献立 に取 り人 れ て

， 提

案者 の 紹介 とともに ， 給食に 1
「llされ る．そ の 給食の お

い しさは，子 どもたちはもち ろ ん，他地域か ら転任 し

て きた 教師が 特に強 く感 じ る （中村 1994） こ と か ら

もわか る．さ らに，子どもた ちが購入す る お や つ や 家

庭の 食事の 安奈性 に対
．
す る 意識 や，商店の 側 の 意識 の

変革に もつ なが っ て い る．

　こ の 地域の 特色は ，まず子 どもの健康をお か すべ き

で ない と い う基本 的人権 に 関 わ る 視点を学校給食へ の

取 り組み の 出発点とした こ とで ある，そ して，学校給

食 を通 して 子 ど もや種：々 の 給食：関係者力淋目互 につ なが

りを もち ，白然 が 豊か な 農業地域 の 利を生 か して ，総

合的 に発展 させ て い っ て い る 点 で あ る．

　同様に，農業地域 の 利を生 か した実践 の うち， 少し

占い 例を取 り上げる．ユ970年代 ， 農業で 生活が成 り

立 た な くな っ た 地域 で ，保護者が副業 に時間を割かれ

て 子 ど もたち の 生活が荒廃 し，健康が阻害され始め て

い た．学校 がその こ と に気付 き，保護者と地域 ぐる み

で 子ど もた ちの 健康問題 に取 り組．ん だとき， そ の 流れ

の 中で 学校給食の 改善が 進め ら れ た （渋谷 1988，
128）．ご飯弁当持参だ っ た副食給食 を，家庭 か ら米を

持ち寄っ て 米飯給食に切 り替えた．炊飯設備の準備か

ら，食堂作 り，学校や 家庭．地域 で作 っ た 野菜の 利用 ，

料 理 の 徹底 し た 手作 り，た て 割 リグ ル ープ で の 食事 ，

そ して ，給食調理員の指導，協力の もと に行わ れる子

どもた ちに よ る献立作 りや 給 食調理，食器具 へ の 関心

等へ と展開させ て い っ た．特別な予算もな い 中で の こ

れ らの 整備 は，学校 と保護者の知恵と力を合わ せ た 共

同作業で 進 め られ た ．

　子 ど もた ちの 健全な発達 に 前向きに取 り組んだ結果，

自ずと生 じた給食改善で あるが，食文化教育 の 観点か

らも高 く評価で きる もの で ある と言えよ う．三 つ の 視

点を よ く含ん で い る ．

　田 畑 の な い 大都市圏で も，「安令 で ，美味 しく， 栄

養の ある 1給食を め ざして
，
1979年か ら有 機低 ・無

農薬栽培 の 産直野菜 を利用 して い る学校 もあ る （家庭

科研究者連 盟 1990＞．全国各地へ の 注文 に よ る有機野

菜は小粒で 不揃い で あ れ ば手間 もよ け い に か か り，到

着 した無農薬の 果物 に い たみ が多けれ ば数の 不足等，

種 々 の 問題 もか か え て い る．こ れ らの こ と を子 ど もた

ちが しっ か り受け止める こ とが で きるよう に，献 立表

に 文章 をの せ た り，朝 の 職員 の打ち合わせ で 連絡 し た

り，給食 ll1に放送する等様 々 な工 夫がなされ て い る．

了
・
どもた ち に見せ る た め に葉付き， ドロ 付 きの ニ ン ジ

ン や ゴ ボ ウ を 納品 して もら っ た り， 調理員 と 生産者の

話し合 い の 機会を毎年設 けるな どの 入的交流 も心掛け

られ て い る．食物 ア レ ル ギ
ー．

に対 して も，除去食，代

替食等きめ 細か な対応 （城山 1994）が と られ て い る．

もともと，農薬に つ い て は．ア レル ギ ー疾患 へ の 影響

に関 して厚生省も農産物中の 残留農薬基準値設定の 際

に 考慮 する こ と を決定 して い る もの で （朝 日新 聞

1995）， 低 ・無農薬野菜 の 利 用に よ IP，早 くか らア レ

ル ギ
ー

へ の 対応の 第一
歩 を踏 み 出 して い た とい う見方

もで きる，

　農業地域 で な くと も，子 ど もたちの ウ1場 に 立 っ た給

食作 りか ら発想す れ ば ，『白然 的環境 と の 関 わ り』 の

視点を もっ た 学校給食を実施す る こ とは 十分可能 で あ
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る こ とが わ か る．こ の 場合，自然的環境が見えにくい

だ け に，食文化教育が よ り麿効 な もの と な る た め に，

子 ど もた ち と生塵 の 場 との つ なが り作 りが い っ そ う必

要 とな っ て い る，

　地場産業 の 焼 き物 を，学校給食 の 食器に 生か して い

る 自治体 も増え て きた，1988年か ら実施 して い た 学

校で は ，4 年間で 子 ど もの 不注意，ある い は や む な く

割れた の は わずか 4 枚で ，現在一
人あた り 7種が準備

され て い る，そ の 地域 で は，食事の 基準量 を勉強する

場，家庭科 で 習 っ た こ とを実践する場 ，異なる学年の

交流す る 場 ，保護者が ボ ラ ン テ ィ ア 参加す る場 と して
，

バ イ キ ン グ も導入 さ れ て い る ．教師 と栄養上 が協力 し

合 っ て 進め る こ と に よ り，殫科 で 作 ・
っ た ジ ャ ガ イモ を

家庭科 で ゆ で て 給食 に 出 した り，子 ど もた ちが 献立作

りに 参加 した り，また 共同調理場 で 働 く調理員 も機会

あ る ご と に 学校 に 行 っ て 「
・
どもたち と交流 を深 め て い

る，孝
こ

腿 も．手作 りし，素材は安全性 を確認 して い る．

米は県内産を，シ イ タ ケ や生 シ イ タ ケ は 近 くの 町 で と

れ た もの を用 い ，その こ と を r一ど もた ち に 紹介 して い

る 促 立等 1992，9）．

　共同調理場 方式 （セ ン ター一
方式） と い う，給食 を作

っ て い る 人．が 子どもたちか ら見えな い 環境 ドで，可能

な限り地域 に基盤を置い た給食を実施し，種々 の場而

で 子 どもとコ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン が 図 ら れ て い る。こ れ

は
，

一
r・ど もの 側 に た っ た給 食 ， 子 ど もの た め の 給食」

を大事に する 心か ら生 まれ て い る，

　あ る 県 の 栄養 辷たち は，1教育と して の 学校給食」

をめ ざ して，「地域 に根ざ し，地域に結び つ い た給食

に し た い 」IF ど もを主人公 とする 学校 給食づ くり を

した い 」 と学 習会 と実践 を積 み 重 ね て きた （新村 と 長

野県教職員組 合栄養職員部 19．　96，3），子 ど もた ち と

教師，栄養士 ，調理員 と の 心 の 交流 を図 りなが ら，子

どもたちが 「食 1に対 して ，「生 き る こ と1 に対 して ，

感性を豊か に し，心を開き，前向きに取 り組む姿を引

き出 し て い る．地 域 の 生 産者か ら野 菜 を 納入 し て も ら

うこ と を契機に ，定期 的 1に 生産者 を給 食 に招待する
，

農業の 体験学習を頻繁に行う，ある い は，パ ン 屋 の 協

力を得 て 瞬内産小麦粉 で 焼 い た パ ン を用い る，保護者

との 共 同作業で 郷土料理 を献立 に取 り入れ る，地場産

業を生か した漆塗 りの お盆 とお椀，お箸を使 っ て 檜造

りの 食堂で食べ る等，行政域ご と に様 々 な取 り組みが

な され，効果を上げ て い る．

　学校給食 の 中 で 子 ど もたちの 権利 として の 入格に 目

を向けた と き，子ど もたちを中心 に据えた交流 が 生 ま

れ ， 地域 の 社会的，自然的環境 と関わ りなが ら社会性

が育 まれる．

　い ずれの 例 に お い て も，三 つ の 視点か ら種 々 の事象

が相互 に関連 しなが ら学校給食に取 り人れ ら れ て，豊

か な食文化教育が 実践され て い る．内容的 に も，郷土

食や特産品 ， 地場産物 の 取 り入れ とい っ た断片的な事

象に 終始 せ ず，人的つ なが りや 地域的広が りの 大きい ，

子 どもの 生涯 を見通 し た，奥行きの深い 取 り組み とな

っ て い る．

　逆に ，たとえば先に問題点をあげた 郷土料理 の 実施

に 関 し て は
， 詳 し い 記述 は 見 あ た ら な い ．三 つ の 視点

に 立 つ と，郷土料理 を実生活 の 習慣 に従 っ た方法 で ，

地場 の 素材 を用 い て 作 り，献立 に取 り入 れ た 意義を子

ど もたち に 理解 させ る等は当然の こ とと受け止め られ

て い る ため と r想 され る．こ れ らの 実例に お い て 申し

分な い 形 で 郷 土料理 が 供され て い る とは
， 著者等も考

えて い ない ．しか し， 地域に 根 ざした 形 で 準備すべ く

努める様子 は 推察 される，さらなる向上 をめ ざして ，

閉鎖的に な らず に 切磋琢磨 し，総合的に食文化教育の

質が充実す る に伴 っ て ，郷土料理 の 実施等 の
一

つ
一

つ

の 事象の 中身 も向上 して い くもの と思われ る ．

　 6．ま と め

　学校給食を よ り良 い もの に す る た め に，様 々 に努力

して い る学校 や 自治体は数多 くあ る．しか し，ほ とん

ど は ，先行研究 に 示 されたの と同様，郷土料・理 の 取 り

入れな り，ラ ン チ ル ーム の設置ある い は食器具の 変更

とい っ た，個々 の 事象の改善と して の 取 り組 みに終始

して い る，そ の 結果，給 食全体 と して も，個 々 の 事象

と して も実現 し得なか っ た り，質的に高い もの は な か

なか得 られ に くい ．た とえば，冒頭に 上げた地域 で は，

学校給食 で
・
つ の 郷土料理 が 実施で きた が ，材料は ，

現代風に整え，地場の もの を使うよ うに努め た が 難 し

い 面 が あ っ た （ド村 と長田 1995
， 67） と報 告 され て

い る ．

　著者等 は
，

こ れ らを個 々 の 事象 と して で は な く，総

合的に，学校給食に取 り入れ て い くこ と が大 切で ある

と考える．それ を具現す る ため の 観点が，食文化教育

で あろ う，

　食文化教育の 内容は，地域 に 伝わ る郷十食や行事食

に 限定 され る もの で は な く， た と え ば，米飯給食 の 炊

飯方法，地場 の食材 の 利用，食器 の材質，洗 浄剤と し

て の廃油石け ん使用，生産者 と子どもたち の 交流，給

食を介して の 子ど もた ちと教師，栄養士，調理員との
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心の つ なが り等，様 々 な事柄を含ん で い る．こ れ らは，

相
‘
庄に 関連 しなが ら成 り立 っ て い くもの で ある．こ の

実施 に あ た っ て は，『人権 の 尊重』「祉会性の 育成』

「自然的環境 と の 関 わ り』とい う三 つ の 視点を もっ て

収 り絹．まれ る こ とが必要 で，そ れ が学校給 食に生か さ

れ た とき．食文化教育も有効に機能す る もの と
．
著者等

は 考え る．

　今後，こ れ ら を受け て ，実際 の学校給 食の 現場 に お

け る 食 文化教育 の 状 況 を 調査 し
，　 ：つ の 視点 か ら の 点

検を行 うと と もに，よ り質の 高 い 学校給食 を実現す る

た め の 具体的な方策 につ い て 明 らか に して い く．

　本研究は ト ヨ タ財 団 の助成を受けて 行 っ た こ と を付

記 し，謝意を表す る ．
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