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シ リーズ 「食育」†

日本 の 「食育学」発信 を 目指 して

川 野 　 因
＊

Yukari　Kawano

1．　 日本食育学会設 立 と その 背景

　平成 17年 （2005年），小泉純
一

郎 内 閣 総 理 大 臣を 中 心

に わ が 国 は 世 界 に先駆け て 食育基本法 を制定 した 。 そ の 背

景 に，世界的 に 経済大 国 と な っ た 日本 で は大 人 も子供 も

「食」 に 対 す る 感謝 や 謙 虚 さ を見 失 っ た こ と に 加 え，我 が

国の 食 を め ぐる 様 々 な課題が 露呈 し，そ の 早期解決が 求 め

られ る こ と に な っ た こ とが 関 係 す る だ ろ う。そ して，食が

単 に 食す る 「糧」的価値 で は な く．「ヒ トと して 生 きる 糧」

と い う 「食」本来 の 価値 を確認 し，実践 し，生涯 に わ た る

健康づ くりを 目指す必 要 に 迫 られ た結果 と考え ら れ る 。

　 食育基本法 の 前文 に は 「二 十
一一

世紀 に お け る 我 が 国の 発

展 の た め に は，子 どもた ちが 健全 な 心 と身体 を培 い ，未 来

や 国際社会 に向か っ て 羽 ば た くこ とが で きる よ うに す る と

と もに，すべ て の 国民が心 身 の 健康 を確保 し，生涯 に わた

っ て 生 き生 きと暮 らす こ とが で きる よ うに す る こ とが 大切

で あ る 。今，改 め て ，食育 を．生 き る 上 で の 基本 で あ っ て ，

知育，徳育 及 び 体育 の 基礎 と な るべ きもの と 位 摺：付 け る と

と も に，様 々 な 経験 を 通 じて 「食」 に 関す る 知識 と 「食」

を 選択す る 力を習得 し，健全 な食生 活 を実践す る こ とが で

きる 人間を育 て る 食育を推進す る 。 また，豊 か な緑 と水 に

恵 ま れ た 自然の 下 で 先人 か ら は ぐくま れ て きた，地 域 の 多

様性 と豊 か な味覚 や 文化 の 香 りあ ふ れ る 日 本 の 「食」が失

わ れ る 危機に あ る。こ うした 「食」をめ ぐる環境 の 変化の

中 で，国民 の 「食」 に 関す る考 え方を育 て ，健全 な食生 活

を実現す る こ とが求 め られ る と ともに、都市 と農山漁村 の

共 生 ・対 流 を進 め、「食」 に 関 す る 消費者 と生 産 者と の 信

頼関係 を 構築 し て ，地 域社会 の 活性化，豊 か な 食 文化 の 継

承及 び 発展，環境と 調和 の と れ た 食料の 生 産 及 び消費の 推

進並 び に 食料 自給率 の 向 上 に 寄与す る こ とが期待 されて い

る 。 国民
一

人
一

人が 「食」 に つ い て 改 め て 意識 を高 め ，自

然 の 恩恵や 「食」に関わ る 人 々 の 様々 な活動 へ の 感謝の 念

や 理解を 深 め つ つ ，「食」 に 関 して 信頼 で きる 情報 に 基 づ

く適切 な 判 断 を行 う能力 を身 に 付 ける こ とに よ っ て，心身

の 健康 を増進す る 健全 な 食生活 を実 践 す る た め に今 こ そ ．

家庭，学 校 ．保 育 所，地 域 等 を 中 心 に ，国民 運 動 と して 食

育 の 推進 に 取 り組 ん で い くこ とが我 々 に 課 せ られ て い る課

題 で あ る。」と述べ ら れ て い る。

　 国民運動 と して 食育 に 取 り組 むた め に は 男女共同参画 の

視点 を 踏 ま えつ つ ，日本 人 の 食 を 再構 築 す る必 要 が 出 て き

た 。そ の た め 国 は 翌 平成 18 年 （2006 年），5 年後 を 目途 と

した 行動 目標 を作成 し，こ れ に 伴 い 順 次，都道府県や 市町

村 レベ ル で の食育基 本計画 が 策定 され て い る 。

　 日本食育学会 は こ の よ うな国 の 取 り組み と呼応 し「食育」

の 大切 さ を認 識 し た 有識 者 が 主体 的 に 集 ま り，行 動 を 開 始

し た 団 体 で あ る。

2． 食育 の テ
ー

マ

　と こ ろ で 食は ヒ トが 生 きる 源 で あ り，命そ の もの と考 え

ら れ て い る 。 「食育」 と い う言 葉 は 江 戸 時 代 に 「養 生 訓 」

を あ ら わ した 貝 原 益 軒 が 「こ の 世 の 中 で
一

番大切 な もの は

命 で あ り，それ を宿す体 で あ る 。 」そ して，「八 の 命 は 我 に

あ り」，つ ま り天 命 と考え ら れ て きた ヒ トの 命も養生 に よ

っ て 変 わ る こ と を主張 し，「腹八 分 目」「薄味淡白なもの を

食べ ，脂 っ こ い もの を 食べ る な」，「肉を多 く食べ る な」．「食

事 は 楽 し く，ゆ っ くり噛 ん で 食 べ る」，「味噌，性 和 に して，

胃腸 を補う」とい う食養生 の 大切 さを説 い た こ と に 始 まる 。

さらに，明治時代 の 医師 で あ り，薬剤師 で もあ っ た石塚左

玄は明治 31年 （1898年）、著書 「通俗食物養生法」の 中 で 「今

日 ，学童 を持 つ 人 は 体育 も智育 も才育 もすべ て 食育 に あ る

と 認識す べ き。」 と して 食育を紹介す る と と もに，明 治 36

年（1903年）に は 大衆小説家 で ，報知新聞編集長村井弦斎

が人気小説 「食道楽」 の 中 で 「小児 に は 徳育 よ りも，智育

よ りもt 体 育 よ りも，食育が さ き。体育，徳育 の 根 元 も食

育 に ある。」と 「食育」の 重要性 を 指摘 した 。 こ の こ と か

ら も 日本 に は 江戸時代 か ら すで に 生 涯 に わ た っ て 健全な心

零
東京農大 ・応 用生物 科学 都

・
栄 養 科学科

　 （T 〔エkyo　University　 o正Agriculture，　Faculty　of 　Applied　Bio−Science，
　 Depar 匸ment ・of ・Nutritional・Science）

　 講座　シ リ ーズ 「食育」 に つ い て

　 　平 成 17年に 食 育基 本法 が 施行 され，そ の 16条に 基 づ い て 食 育推 進

　 基 本 計画 が作 成 され ま した 。こ の 基本 計 岡 の 期 間は 平 成 18年 度 か ら

　 22 年度 まで の 5 年 間 と され，ギ成 23 年 3 月 に 終 丁 を迎 え ま した n 基

　 本計画 はそ の 終了 年度 に おい て ．計画 の 進捗 状況，成 果、問題 点等を

　 評価 ・分析 し，平成 23年度 を初年度 とす る 次期計 画 を作成 ・実 施す る

　 こ と が 基 本 と さ れ て お り，こ れ を受 け て 、こ の 4 月 か ら は ，内 閣 府 よ

り新た に 発表 され た 第 2 次 食育推進基本計画 に基づ い た 活動が展開 し

て い ま す．そ こ で ，日本 調理科 学 会誌 の 〔講 座〕 の テ
ー

マ と して シ リ
ーズ 「食育 』 を設 け．44巻 2 号か ら 6 回の シ リ

ーズ と して ス タ ー
ト致

しま した 、．今 同 は そ の 2 回 日 と して ，川 野 因先 生 に ご 執 筆い た だ きま

した，，調理 科 学の 立場 か らの 『食 育』 を再 考 して い ただ ける機 会 とな

りま した ら幸R に 存 じ ます、，
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身を培 い 、豊かな人間性 を育むた め に は 食育を推進す る 必

要 の あ る こ と を 伝承 して き た こ と が 分 か る。そ して ．こ の

考えに こ そ 「時」 を超 えた 真実 をみ る こ と がで き る 。

　よ っ て今，な ぜ 食育基本法 な の か，食をめ ぐ る今 日的課

題 を確認す る必 要 が あ る 。 1）「食」を大 切 に す る心 の 欠 如，

2） 栄養 バ ラ ン ス の 偏 っ た 食事 や 不 規則 な食事 の 増加，3）

肥 満 や 生 活 習 慣 病 （糖 尿 病 な ど ）の 増 加，4） 過 度 の 痩 身志

向，」5）「食」 の 安全 上 の 問題 と そ の 発生 、6）「食」 の 海

外依存，7）伝統あ る 食文化 の 喪失 とい っ た こ と が問題 に

され て い る。そ して，食育基本法 で も下 記 7 つ の 基本方針

を 食育推進に 関す る 施策 と 定め て い る 。

◆ 7 つ の 基 本 方 針

  国民 の 心 身の 健 康の 増進 と 豊か な 人 間形成

  食 に 関す る 感謝 の 念 と理解

  食育推進運動 の 展 開

  子 ど も の 食育 に お け る保護者，教育 関係者 な ど の 役割

  食 に 関す る 体験活動 と食育推 進活動 の 実践

  伝統的な 食文化，環境 と調和 し た 生 産 な ど へ の 配 慮

　 及 び 農山漁村 の 活性化 と食料 自給率向上 へ の 貢献

  食品の 安全性の 確保等に お ける 食育の 役割

（食育推進計画 よ り作成〉
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3， 食育学会設立当初 か ら今日的活動

　 日 本食育学会 は 平成 18年 （2006年）11 月．東京農業大

学 の 中 村 靖彦客 員教授 を発起 人代表 （現 ・会長） と して，

岩崎充 利 （当時，食品 産 業 セ ン ター理 事長），大泉
一

貫 （宮

城 大学教授），川 端晶子 （東京農業大学名誉教授），坂 本元

子 （和洋女子 大学学長），高野 克己 （東京農業大学 教 授 ），

中村丁次 （神 奈川県立 保健福祉大学教授 ），本多京 了
一
（医

学博士，管理栄養士），前澤正
一

（当時，全国農業協 同組

合 中 央会常務 理 事 ） の 合 計 9 名 が 発 起 人 と な り，川 野 が 事

務局 を 担当 し て 発足 した 。

　学会設立記念 シ ン ポ ジ ウ ム で 中 村靖彦 ・現会長 は 「こ れ

か らの 日本食育学 会の あ りよ うに つ い て 」 と 題す る 講演 を

行 い ，「学会 と して の 大会 は もち ろ ん ，今後 は 分野 ご と の

シ ン ポ ジ ウ ム も 企 画 して い きた い と 思 っ て い ます 。そ の 発

表の 成 果 を一般 に 広 め る と と も に 行 政 に も利 川 して も ら い

た い
。 さらに 「食育』 に 関 して 優 れ た活動 を行 っ た 個 人や

団体 も表彰 して い く事業 もや っ て い きた い と思 い ます。そ

して，将来的 に は 日 本 の 食の あ り方に つ い て，世 の 中 に 建

設的なア ピー
ル を して い きた い と思 っ て い ます。食 に 関 す

る 出来 事 や 問 題 が 起 きた と き に 「日本 食育 学 会 に 聞 い て み

よ う∫ とい う声 が 当 た り 前に な る よ うな，権威 の あ る 会 に

し て い きた い と 思 っ て い ます 。 平成 ユ8 年 は 食育元年 と い

わ れ ます 。 政府 は 食育基本法 に もとつ く基本計画 をま とめ

て 公表 しま した。さ ら に．各県や 市 町 村 も独 自 に 基本計画
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を作 る こ と が 求 め ら れ て い ます，、しか し，正 直な と こ ろ，

多 く の 国 民 は
”
食育 っ て 何 ？

”
と か

／t
自分 た ち は 何 を す れ

ば い い の ？
”

と い う疑問 を 抱 い て い ます 。 そ こ で 、私 た ち

は，こ の 際食育 とい うもの を基 本か ら考 え，研究 し て み よ

う と思 い 立 ち 「冂 本食育学会』を設 立す る こ とに し ま した。

け れ ど も，食育 と い う行動 の 性質 ヒ，学者
・
研究者 だ け で

な く，農業 生 産者か ら 食品産業，消費者 に至 る フ ードチ ェ

ー
ン に 関 わ る 人 た ちが 幅 広 く参加 す る 学会 に した い と思 い

ま した 。 そして ，私 た ちの 議論 を行政 に も反映 させ て い こ

う と考え て い ます。食育 に よ っ て 日 本を変えて い くこ とが

出 来 な い か ，ご一・
緒 に 話 し合 い を し て い きた い の で す、こ

の 趣 旨に ご 賛同の E会員 と して ご 参加頂 く と ともに ご 協賛

を賜 れ ば誠 に 嬉 し く存 じ ます 。よ ろ し くお 願 い い た しま

す 。 」 と訴 えた 。

　 そ れ か ら足掛け 7 年。今年 （2011年） は 5 月 28 日 と 29

目の 2 日 問，神奈 川 県 立 保 健福祉 大学
・
中村丁次氏 を 会頭

に 第 5 回総会学術大会 が 開催 さ れ る 。是非
一・

度，学会 ホ ー

ム 頁 を ご 覧 く だ さ い 〔http：〃 www ．shokuiku −
gakkai ．jpf

index．htmD 　o

4．　 食育活動 の 組織

　国の 行 政 組織 は 兎角，縦割行政 と揶揄 され， ∫ど もの 発

育発達 や 教育研究部門 を担 当す る 「文部科学 省」，健康や

福祉，さ ら に は 労働 環境 な ど を担当す る 「厚 生 労働 省」、

食料 の 生産 か ら流 通 ，食糧 の 安定 確 保 な ど を管 理 す る 「農

林水 産 省」とそ れ ぞ れ が 独 立 で 活動 し，互 い に 連携す る こ
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食育推 進体 制

6． 食育 へ の 意識変化
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1柵 購 蜘 舗 蜘 、、部 韓

地 方公共団体

科学膚．厚生労働省 農林水産省等 の 関
係府省 1］等によ る施策の 実施

s食育に鬨する施策の総合的
・
計簡的立案．爽施｝

都遣府県　　 　　 　 市町季

耆1齣 験 雛 齢 議

　　　　1
蓬随寢県盆育推

．
監

　　、r画．：「月随

市町村県館 推激 議

　　　　1
　茜附 食育龍
　　言

幽
画．「二．1減

　 　 　

（全国すべ

地域で 展

（地域の特性を生 か した施策の立R，実施冫

互 に緊密な

携
・協力｝

　 　 　
tt．t

　せ　
’

国民 運動 と 』彡篤 の 食 育 を推 進
　 　 　 鸚ミ鴛；鯉

・Ptタ　　　’が 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tt　　 tt
t 轟，絨 母凅 昆の 心身の 健 康の 増進 と 豊か な人間形 成 tdi 鶴 嶺 鱒

　 ，　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 ’篝’　 　 融　聾

図 1， 食育 推進 体 制
S／

と は 非常 に 稀 と され て い る ， と こ ろ が，こ と 「食育」 に 関

す る 行政組織 は 「内閣府」 を中心 に 文科省
・
厚労省 ・農水

省 3 省が 連携 し，3 省跨 い だ 政 策展 開が で き る点で 画期的

体制 で あ り，大 きな特徴 とな っ て い る （図 13う。

　 日本食育学会 の 会員 と会 員 の 活動範囲 は 個 々 人 の 利 害 や

思惑 を超 え た 「食育学」 を 探求す る うね りと な っ て い る こ

と を日 々 実感 して い る 。

　 Fl本食育学会は 平成 23 年 1 月現 在，正 会員が 605名，

学生 会員が 37 名，賛助 会員 は 43 社 と い う状況 で あ る 。 会

員 の 活動 分 野 は 行 政 ，食品生産 ・流 通 ・サ
ー

ビ ス 企 業，農

林水 産 業．消費者団体，情報関係，学校
・
教育 関係者 と多

様 で あ る 。 食 に 繋 が る 様 々 な分野 で 働 く人 た ち が 参加 し，

ljl　t：連携 ・協働 し新 た な 日本発 の 食育学 へ の 道を探 り始 め

て い る。

5．　 食体験事例

　 こ れまで の 日本食育学 会の 特別講演 を テ
ーマ で 整理す る

と，「食糧 自給率」「小児 の メ タ ボ リ ッ ク シ ン ドロ
ー

ム 」「伝

統的 日本食」「食品 産 業の 役割」「味覚と食文化」 と い っ た

内容 で あ り，日 本食育学 会誌 に 掲載 さ れ た タ イ トル か ら学

習 者の ラ イ フ ス テ
ー

ジ は 幼児期 が 9 件，学童期 が 16 件 （う

ち，学校 給食 は 7件），思 春期 が 2件，青年期 が 4 件，壮

年期 が 3 件 で あ っ た 。 食育 とい う言葉 の 関係 か ら幼 児や 小

学生 ・
中学生 とい っ た 教育課程 で 扱 わ れ る こ とが多 い 。そ

して ，その 多くは 「ヒ ト」 が 対象で あ り，新聞記事を 整 理

した もの は わず か に ／件 で あ っ た 。食育本来 の 意味 を考え

る と，すべ て の ラ イ フ ス テージ，すべ て の ラ イ フ ス タ イル

を持 つ ヒ トが対象 と なるべ き活動 で あ り，都会 に おけ る 食

を通 した 危機管理，保健所な どを中心 と した食 に よ る 地域

住民 と行政の 協働，農山漁村 で の 地 産 地 消 に よ る 地 域 活性

化活 動 や 地 域 の 食文化 ・地域料 理 の 伝承 と い っ た 内容 も今

後掲載 さ れ る の で は な い か と期待 さ れ る。

　 と こ ろ で ，日本食育学会 で は 毎年 1 回，日本食育学会 シ

ン ポ ジ ウ ム を 企 画 ・開 催 して き た。そ して ，参 加 者 を対 象

に 日頃 の 食生 活へ の 関心 度 を 食事 バ ラ ン ス ガ イ ドへ の 認知

度な どを用い て 追跡 ・評価 して い る 。 そ の 結果，食事 バ ラ

ン ス ガ イ ドの 内容を含め 知 っ て い る と 答える 認知状況 は平

成 20 年 〔2008年）以 降 の 3 年間 で 漸減す る こ とが明 らか に

な っ た （図 2）。また ，食事バ ラ ン ス ガ イ ドの 内容 を含 め て

知 っ て い る と答 え た 人 の うち，い つ も ・
時 々 食事バ ラ ン ス

ガ イ ドを参考 に して い る と答 える 割合 は 平成 20 年度 （2008

年度）が 31．8％ で あ り，21 年度 （2009年度）は 35，4％ ，

22 年 度 （2010 年 度 ） は 41 ．4％ と 漸 増 して い た （図 3』

内 閣 府 の 食育白書 （平 成 22年度 版 〉 の 中 に あ る 同 じ 質問

項 目 の 結 果 を み る と，
」P成 20 年 （2008年 ） 3 月 調 査 で

37．2％，21年 （2009 年 ）3 月調査 で 36．9％ ，12月調 査 で

30．9％ で あ っ た。日本食育学会 シ ン ポ ジ ウ ム 参加 者の 食

事バ ラ ン ス ガ イ ド活用率 は内閣府 に よ る 同時期 の 調査結 果

と 比 べ て 10 ポ イ ン トほ ど 高 い 値 を示す もの の ，4 割程度

と 必 ず し も十 分 な 利 用 状 況 に は な い 。食事 バ ラ ン ス ガ イ ド

に 対す る 国民 の 周知度，実践度合 は まだ まだ 低 く，関心 も

薄れ て い る こ とが明 らか に な っ た。こ こ に も現代 冂本人の

「飽 きや す い 性格」が 反映され て い る か も しれ な い 。

贐 1 内容 を含め 知って い る 　コ 2 名前は聞 い た こ とが ある　■ 3 知 らなか った

ZM〕8年

2009 年

2010 年

0 ％ 20％ 40 ％ 60％ 80％ 　　　IOO ％

図 2， 食事 バ ラ ン ス ガ イ ドの 認知 状 況

翻 い つ も ・
時 々参考に して い る

■ ま一冫た く参考 に して い な い

2008年 度

20Q9年 度

2010年 度

口 あま り参考に して い ない

〔〕％ 20｛垢　　　　　’錻，し旭　　　　　60匸あ 80％　 　 　100％

図 3．　食事バ ラ ン ス ガ イ ド実践状 況
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日本 の 「食育学」発信 を 目指 し て

7．　 日本 か らの 「食育学」発信を目指 し て

　 日本人 は 国民 の 弛 まぬ 努力 と精神力 に よ り戦後 の 混乱期

を 60余年と い う短時間 の うち に今日 の 世界第 3位 とい う

経済大国に成長させ ました 。 しか し，狭 くて 資源の 少ない

国土 に かかわ らず 日本が今日の よ うな経済大国に 成長で き

た 背景 に は 江戸時代 か ら の 食育思想 （協働 共 同，尊敬

ま じ め，思 い や り，正直 　しつ け，自然 へ の 畏敬 の 念 感

謝の 念．謙虚，調和 ，誠実な ど，今で は 死語 と され る倫理

や美徳）が徹底 され て きた こ と と 関係 す る だ ろ う と考 えて

い る。

　 人 口 の 都市集中 と農 山 漁村 の 荒廃，家父 長制度 の 崩壊 と

核家族化，孤食 母親 の 高学歴化 と就労構造 の 変化，家庭

で の 食事か ら中食や外食の 機会の 増加，便利 さ を追 い 求め

た結果が コ ン ビ ニ エ ン ス ス トァ で 養 われる中学
・
高校生

・

成人 ・壮年者の 増加 を招 き，食事が 作れない 若者，野菜が

育 つ 場 を知 らな い 大人 と子 ど も，魚 は ト レ
ー

に 乗 っ た 切 り

身で 採れ る と信 じる 大人 ・子供，隣 に 住む人 と関 わ る こ と

が で きな い ，ネッ トカ フ ェ 難民，フ リーターな どな ど。社

会 の 急激 な経済的発展 は 日本人で あ る 私 た ちの 生活 に ほ ん

もの （実物 ・実態）を知 ら な くて も生活 で きる 環境 を作 っ

て し ま っ た 。

　自分 で 自分 の 食事 を 準備 で きない ，作 れ な い ，何 を どう

食べ た ら良い の か 分 か ら な い とい う時代は 人 類 の 数十億年

と い わ れ る 永 い 歴史 を 考えて も，か つ て 存在 しなか っ た と

考え る。こ の まま生 きて い て 良 い の で しょ うか ？　お金 さ

え 出 せ ば 自分が 必 要 な食べ 物 は 簡単 に手に 入 る 時代 は 歴 史

的 に も異常 な時代 で ない だ ろ うか。食べ 物があ る か ら 自分

の命が あり，食べ 物を知らず して 自分を理解で きる はずが

ない 。 日本人に代表 される人類 は 今 日 と同 じ傍若無人な態

度 ・振 る 舞 い で こ の ままの ス ピードで 22世紀 の 成長 と発

展 を遂げ られ る だ ろ うか 。 恐 ら く答 え は 「NO 」 で あ る。

　「宇宙船地球号」 と い う言葉があ る 。 学生 時代，無機化

学の 講義で 「エ ネ ル ギ ー
保存の 法則」を習 い ，感動 した こ

と を思 い 出 して い る 。
エ ネル ギー （熱量） は 熱 も仕事も 同

じエ ネル ギ
ー

の
一

種 で あ り，エ ネル ギ
ー

収支 （増減） は す

な わ ち 内部 エ ネ ル ギ ー
の 変化 で あ る こ と。ま た，「エ ン ト

ロ ピー
増加 の 法則」 と は 熱量 は 高 い 方 か ら低 い 方へ と移動

する とい っ た もの で あ る。こ の こ とは恐ら くは 全 て の 現象

に通 じ る真実 で あ り，その 意味 か ら もヒ トは あ らゆ る存在

との 調和 の 中に 生 きて い る こ とを再確認 し，こ れ を踏 まえ

て 成長 を 続け る必 要 が あ る だ ろ う。ほ ん の 数十 年前ま で 日

本人 は 自然 を 恐れ，敬 い ，農山漁業 に 従事 して きた 。 そ し

て，豊作を感謝 し，実 りは神に捧げ て次な る豊作 を願 い ，

この 喜び を 人 々 と分 け合 っ て 自らの 命 ・生 活 を維持して い

た。自分が生 きる た め に 共同作業 は 絶対的 に必要 で あ る こ

と を 「あた りま え」と して 自然 か ら学 び と っ て き た。そ し

て ，台風 や 風雪，火山爆発，日照 りな ど とい っ た 自然災害

へ の 対策も自然 との 共生 の 中 か ら生 きる知恵 と して 学び，

伝承 し て きた 。 と こ ろ が今 日の 私 た ち に ど こ ま で こ の 自然

と 共生 し て 生 きられ る だ ろ うか ？　21 世紀 に お け る 日 本

の テ ク ノ ロ ジ ー・工業化と生 活全 般 に わ た る 機械化
・自動

化は多 くの 労作 を軽減す る こ ととなり，喜ば しい 限 りとな

っ た。しか し，今後，日本人 が 発揮する だ ろ う創造力や独

創性，勤勉性，組織性 は 人 々 の 意識 や 生 活態度が こ の まま

変わらなけれ ば必ず崩壊す る だろ うと 強 く懸念する。つ ま

り，今日の ような状況下 で の 経済発展 は あ まり望 め ない と

考えて い る 。

　 自分 の こ とが 分 か らない ，分か ろ うと しな い ヒ トが 増 え

て い る。人 間は ヒ トで あ る 自分 に も っ と 関心 を持 ち，理 解

し，自らの 命を大
．
切 に す る 必要 が あ る 。 今 の 時代 だ か ら こ

そ，もう一
度，食を通 して 人間 と して 生 きて ゆ くた め の 関

係網づ くりが必要 で あ り，こ の 事へ の 対応が求め られ て い

る。そ して ，老若男女 を問 わず，仕事と家庭 （ワ
ー

ク ラ イ

フ バ ラ ン ス ） を両 立 さ せ，自分 の 食事 は 自分 で 適切 に 選 ん

で 食べ る こ と が で きる 力を養成す る 必要があ り，そ の た め

の 実践方法を探る 必要が あ る 。 ヒ 1・は 生まれ た 限 りに お い

て 生 きる権利があ り，誰 もが 「自然」 と の かか わ りの 中 で

平等 に 生 きる権利 が あ る。福沢諭吉 は 「天 は ヒ トの 上 に ヒ

トを造 らず，ヒ トの 下 に人 を 造 らず」 と述 べ て い る。今
一

度，自分 の い きざまを 見直す必要 に 迫 ら れ て い る こ と を実

感 し，日々 を 過 ご す必 要が あ る。生 きて い る 自分 を理 解す

る た め に もまず．自 らの 「食」 に 関心 を寄 せ る こ とが 第
一

と考え て い る。

　最後 に 3，11 東 日本大震災 に被災 された 皆様 に 心 か ら の

お み まい を申しあげます。尚，本原稿は 臼本食育学会と し

て の 統
一

見解 で は な く，あ くまで も川野因個人 の 私見で あ

る こ とを申し述べ させ て い ただきます。
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●高学年児童 の 学校給食へ の 関心 と学習態度 ・意欲 や 健康状態

　 との 関連
一

学校給食を通 した 食育 の 重要性
一

●児童 の 学 び に 基 づ く働きか けが 保護者 の 食生 活改善意欲に 及

　 ぼ す 影 響
一

兵 庫 県 A 小 学 校 6学 年 の 食育 実 践 の 事 例一

●魚 介 ・肉料理 を中 心 と し た 大学生 家庭 の 食事実態

● 学 校 給 食 で 地 産 地 消 を進 め る 取 り組 み の 効 果一地 元 産 食材 の

　使用率が 高くな る と食べ 残 し は 減る の か ？
一

● 幼 稚 園 児 と母 親 に 対 す る 食 育 プ ロ グ ラ ム 実 施 の 効 果

●食 育基 本法 の 趣 旨を踏 ま え た学校給食献立 改善 の た め の 評価

　 の 視 点 と 試 み

● 「手 コ マ 式食育指導 プ ロ グ ラ ム 」 の 開 発 と そ の 食 育 へ の 実 践

　 的活 用

● 父 母 ・幼 児 に 対 す る 食 育 の 取 り組 み 方 法 の 模 索

● モ デ ル 献 立 か ら算 出 した ラ イフ サ イ ク ル CO 挿 平価 と食育

● 食育 に お け る 食行 動 指 標 の 客 観 的評 価 法
一

学 校 給 食 時 の 食 行

　 動 の 関連 性 か ら一

● 給食摂取 量 の 向 ヒを 意図 し た 児 童 へ の 栄 養教 育 の 実践 と そ の

　 効 果

●中学 生 ・高校生の 野 菜へ の 嗜好特性 と心 の 発達 と の 関 連一緑

　 黄色 野 菜 の 重 要 性一

●子 ど もが 楽 し く学べ る 食育教 材 の 開発
一

五 色 指 人 形 手袋 と歌

　 の 活 用
一

●更年期女性の 骨量 低下 と 運 動，食生 活の 関 わ り

● 体 験 型 環 境 教 育 で 実 施 した 小 学 生 を対 象 と し た 食育 に つ い て

●交流学習が 支援する 食育
一と くし まみ そ 汁プ ロ ジ ェ ク トの 試

　 み を 通 じて

● 献 ｝：乙評価 に よる 学 校給 食 の 改 善 と効 果検証の 試 み

● 柏市小 中学 生 に お け る 食に 関 す る 課題 学 習 の 試 み お よび 食行

　 動 の 実態 調 査 報 告

● 男 子大学 生 に対 す る 調 理 実 習 体 験 の 食 育 効 果

●幼 児 と保 護 者 に 対 す る 食 生 活 に 関す る 意 識 とそ の 経 年変 化

● 新聞記 事件 数 か らみ た食育 関 連 情 報 と 食 育 活動 の 推 移

●幼稚園児 と育児担当者に 対する 「食育だ よ り」 を活用 した 食

　育の 効果

●ハ
ー

ブ 栽培 の フ
ードサ イク ル ；食育 カ リキ ュ ラ ム の 実践 事例

● 学校 に お け る栄 養 教 諭 の 役 割 の 現 状 と今後の あ り方

●青年期に お ける 食生活感等 とそ の 形成過 程に 及 ぼ す 食教 育 の

　 影 響

● 食生 活改善に 向け た 新手法の 開 発
一

味 覚 教 育 か らの ア プ ロ ー

　 チ

●義務教育 に お ける 学習 と大学生 の 食生活，生 活習慣 病予 防態

　 度 と の 関 連

● 保育園 の 作物栽培 実践 に 基 づ く食物 の 生 産 過 程 に 関 す る学 び

● 母 親 の 栄 養 成 分 表示利 用 行動 と幼稚園児 の 間食 との 関連

● ヘ ル ス ツ
ー

リ ズム に お け る 食育 プ ロ グ ラ ム の 基礎 的 検討

● 朝 食 欠 食 に 関 連 す る 因 子に つ い て
一

佐賀県県民健康意識調査

　の 結 果 か ら の 考察

● 大 学 生 にお け る食 事 に 関 す る知 識 と生 活 習慣の 関 連 ： 農学系

　大 学に お け る 検討
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