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和食文化の継承と給 食の役割ユネスコの無形文化遺産に「日本人の伝統的な食文化」として登録された「和食」。

健康的でおいしい日本人の食文化として、世界からも注目を集めています。

一方で、社会環境が変化する中、日本人の中では和食文化の存在感が薄れつつあります。

このような中、和食文化を次の世代へと伝えるひとつの手段として、学校給食に大きな期待が集まっています。

学校給食にも広がる
和食継承の取組

　学校給食の現場でも「和食」が見直されています。

　2013 年の文部科学省の調査では、完全給食を

実施している小中学校のうち、全て米飯の学校は

7.3％に上っています。例えば今回の事業を実施し

た千葉県南房総市は完全米飯給食で、お米はすべて

同市内で採れたものを使用しており、地元の野菜

や海産物を使用した和食の献立を提供しています。

　学校給食向けの食器メーカーでは、ユネスコ無

形文化遺産登録後に学校向けに、洗浄・消毒に対

応した和食用和食器の貸出を始めたところ、貸出

希望や問合せの件数が増えているとのことです。

和食への興味関心が深まっていることが裏付けさ

れているといえるでしょう。

　その他に、京都市では「世界に誇れる京都の食

文化を児童生徒たちに知ってほしい」という教育

委員会の意向から、和食の献立を 6 割から 7 割に

増やそうという動きもみられます。

家庭の食卓も変える？
学校給食の底力

　世界に目を向けると、日本に先立ってユネスコ

の無形文化遺産に登録されたフランス（フランス

の美食術）やスペイン（地中海の食事）では、児

童生徒たちへの食文化の継承が重視され、学校で

の食文化の教育が熱心に行われています。

　『「和食」の保護・継承に向けた検討会』のアン

ケート調査では「和食」を伝えていくうえで、家

庭の食卓が最も大事だと考えている人が多いとの

結果が出ていますが、これらの国では、学校で学

んだ内容を児童生徒たちが家庭に持ち帰って親に

伝え、それが家庭に浸透し、食文化が継承されて

いくという考えがあるようです。

　“食文化を継承する重要な方法”として、学校

給食には大きな可能性があるといえるでしょう。

給食を通じて文化を伝える
　和食文化は、家族や地域の絆を深め、故郷や日本の良さを

再認識し、日本人であることに誇りを持つことに繋がってい

ますし、和食文化を次世代へと伝えることは、食を通じて、

日本人が大切にしてきた心を伝えていくことでもあります。

　和食給食では、単に和食を食べるだけでなく、食べ物に

感謝する心（「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶）、地

域に伝わる食文化、年中行事など、日本の伝統も含めて次

世代を担う子ども達に伝えていくことが大切です。

　和食文化は、その担い手がいたからこそ、

今の私たちまで受け継がれてきました。そ

れでは和食文化の担い手とは誰のことで

しょうか？

　それは、日々、和食文化に接する日本人す

べてです。毎日の家庭での食事が和食文化の

中心ですから、児童生徒たちとその親など、

家庭での作り手と食べ手は、まさに和食文化

の担い手の筆頭格といえるでしょう。また、

祭などの行事の際に地域の伝統的な食文化

が伝えられてきたことを考えると、地域のコ

ミュニティを構成する人々もまた和食文化を

「和食」という食文化の骨格を次世代に継承するための場として、子供
たちが食べる学校給食への期待が高いことが分かります。

「和食」を守りつないでいく上で、中心となるのは？

※和食会議アンケート調査より〔n-114〕
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次世代へと伝える担い手といえます。

　しかし、核家族化や都市化などの社会環

境の変化により、家族や親族、そして地域

といった単位では伝えきれないという現状

もあります。そんな中、平成 26 年度に開

催された『「和食」の保護・継承に向けた検

討会』で実施されたアンケート調査の結果

をみると「和食」を守りつないでいくうえで、

中心となるのは？ という問いに対して「家

庭の主婦」「小学校の児童」「中学生・高校生」

に加えて「料理人」「学校給食関係者」が上

位に入っています。

期待される学校給食
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「和食給食」を推進するための　5 つの提案「平成 26 年度日本食・食文化の世界的普及プロジェクトのうち和食継承のための

青少年等への情報発信事業」を通して、和食が提供しやすくなるポイントが見えてきました。

児童生徒が文化としての「和食」への理解を深めるきっかけとして、本冊子を活用してくだされば幸いです。

出
汁
を
軸
に

　

和
食
で
は
、
出
汁
の
う
ま
味
に

よ
っ
て
料
理
を
支
え
、味
噌
・
醤
油
・

塩
・
酢
・
酒
・
み
り
ん
・
砂
糖
と
い
っ

た
基
礎
調
味
料
で
基
本
の
4
味
（
甘

味
・
塩
味
・
酸
味
・
苦
味
）
を
加
え
、

時
に
は
薬
味
を
添
え
て
味
を
整
え

ま
す
。

　

出
汁
は
う
ま
味
を
含
む
食
材
か
ら

と
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
昆
布
や

鰹
節
、
煮
干
し
や
干
し
椎
茸
だ
け
で

な
く
、
各
種
の
野
菜
や
魚
や
肉
か
ら

も
う
ま
味
は
得
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

複
数
の
う
ま
味
成
分
が
重
な
る
こ
と

で
、
相
乗
効
果
が
生
ま
れ
、
人
が
感

じ
る
う
ま
味
は
数
倍
に
も
増
す
こ
と

が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
煮
物

な
ど
は
、
い
ろ
い
ろ
な
食
材
を
組
み

合
わ
せ
て
調
理
す
る
こ
と
で
、
お
い

し
さ
を
引
き
出
し
て
い
る
よ
い
事
例

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

う
ま
味
を
引
き
出
す
こ
と
を
意
識

し
た
出
汁
の
と
り
方
で
料
理
の
味
に

は
大
き
な
違
い
が
生
じ
ま
す
。
こ
の

事
業
で
和
食
給
食
の
提
供
に
取
り
組

ん
だ
学
校
の
中
に
は
、
し
っ
か
り
と

出
汁
を
と
っ
て
調
理
を
す
る
こ
と
で
、

考
え
て
い
た
よ
り
少
な
い
調
味
料
で

味
が
ま
と
ま
っ
た
と
い
う
事
例
や
、

今
ま
で
苦
手
だ
っ
た
食
材
を
食
べ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
例
が

多
く
み
ら
れ
ま
し
た
。

　

出
汁
や
調
味
料
を
上
手
に
生
か
し
、

う
ま
味
を
引
き
出
し
て
調
理
す
る
こ

と
は
和
食
調
理
の
第
一
歩
で
す
。

食
文
化
を
伝
え
る

　

お
節
料
理
や
節
句
の
料
理
な
ど
の

行
事
食
で
は
、
日
々
の
健
康
や
長
寿

な
ど
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

料
理
以
外
に
も
継
承
す
べ
き
「
文
化
」

や
「
歴
史
」
な
ど
教
育
的
な
効
果
が

あ
る
と
い
う
点
も
、
和
食
の
献
立
を

提
供
す
る
利
点
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
、
節
句
は
年
に
5
回
あ

り
、
七
草
粥
を
食
べ
て
健
康
を
願

う
正
月
7
日
の
「
人
日
（
じ
ん
じ

つ
）」
を
は
じ
め
、
邪
気
を
払
う
と

信
じ
ら
れ
て
い
た
ヨ
モ
ギ
入
り
の

草
餅
を
食
べ
る
3
月
3
日
の
「
上
巳

（
じ
ょ
う
し
）」
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た

り
ま
す
。
地
域
の
祭
や
行
事
な
ど

も
含
め
て
「
そ
の
日
に
そ
の
料
理
を

食
べ
る
理
由
」
や
「
そ
の
料
理
に
込

め
ら
れ
た
願
い
」、
な
ど
を
伝
え
る

こ
と
は
「
和
食
」
へ
の
理
解
を
深
め

る
絶
好
の
機
会
で
す
。

　

今
回
の
事
業
で
は
、
行
事
食
と
し

て
雑
煮
を
提
供
し
た
り
、
彩
り
豊
か

な
野
菜
を
使
用
し
て
、
料
理
を
華
や

か
に
す
る
な
ど
の
ひ
と
手
間
を
加
え

る
と
い
う
事
例
が
い
く
つ
か
あ
り
ま

し
た
。
ま
た
、
行
事
で
実
際
に
使
わ

れ
る
食
器
や
道
具
の
使
い
方
や
、
意

匠
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
解
説
す
る

な
ど
、
食
事
以
外
で
も
行
事
と
「
和

食
」
の
関
係
に
つ
い
て
多
角
的
に
理

解
で
き
る
よ
う
な
工
夫
を
す
る
学
校

も
あ
り
ま
し
た
。

口
の
中
で
調
味
す
る

　

和
食
文
化
に
は
、
主
食
と
副
食
を

交
互
に
口
へ
入
れ
、
口
の
中
で
混
ぜ

合
わ
せ
な
が
ら
食
べ
る
独
特
の
食
べ

方
が
あ
り
ま
す
。「
御
飯
」「
汁
物
」「
お

か
ず
」
が
出
さ
れ
る
献
立
で
は
、
主

食
を
美
味
し
く
食
べ
る
こ
と
、
バ
ラ

ン
ス
を
整
え
る
こ
と
な
ど
に
配
慮
が

必
要
で
す
。

　

和
食
の
献
立
は
、
口
の
中
で
調
味

す
る
こ
と
に
よ
り
、
様
々
な
汁
物
と

お
か
ず
が
調
和
し
や
す
く
な
り
、
味

の
変
化
を
よ
り
楽
し
む
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
「
御
飯
」
と
「
汁
物
」
と
「
香
の
物
」

に
い
く
つ
か
の
「
お
か
ず
」
が
添
え

ら
れ
る
「
一
汁
三
菜
」
は
和
食
の
献

立
の
基
本
形
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
組
合
せ
の
特
徴
は
、
主
食
を

お
い
し
く
食
べ
た
り
、
バ
ラ
ン
ス
を

整
え
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
「
一
汁
三
菜
」
と
い
う
言
葉
が
使

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
伝
統
的
な
食

事
は
一
汁
一
菜
も
し
く
は
二
菜
だ
っ

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
必
ず
し
も
3

種
の
お
か
ず
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
主
菜
の
他
に
具
だ
く
さ

ん
の
汁
物
を
提
供
し
て
副
菜
の
代
わ

り
に
す
る
な
ど
、
食
器
の
数
に
合
わ

せ
て
献
立
を
組
み
立
て
る
こ
と
も
可

能
で
す
。

2

1

4

5

3

　

児
童
生
徒
へ
の
食
文
化
の
継
承
は
、

食
生
活
全
体
を
み
て
考
え
る
こ
と
が

大
切
で
す
。 

　

例
え
ば
、
東
京
都
内
の
あ
る
学
校

で
は
、
児
童
生
徒
に
対
し
て
1
週
間

の
食
事
の
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

朝
食
で
白
御
飯
を
食
べ
る
児
童
生
徒

は
約
28
・
6
％
、
味
噌
汁
は
11
・
2
％
、

魚
に
至
っ
て
は
週
に
1.5
回
し
か
食
べ

て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

調
査
の
結
果
を
受
け
て
、
こ
の
学

校
で
は
、
給
食
の
献
立
に
様
々
な
具

材
を
使
っ
た
味
噌
汁
を
週
に
5
回
提

供
し
た
り
、
魚
料
理
を
多
く
出
す
た

め
に
全
国
各
地
の
産
地
へ
連
絡
を
取

り
付
け
た
り
な
ど
の
工
夫
を
重
ね
ま

し
た
。
ま
た
、
保
護
者
を
対
象
と
し

た
和
食
献
立
の
調
理
教
室
を
開
催
す

る
な
ど
、
家
庭
で
の
食
事
を
含
め
て

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
生
活
を
お
く

れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
児
童
生
徒
が
家
庭

で
ど
ん
な
食
事
を
と
っ
て
い
る
の
か

を
把
握
し
、
そ
の
上
で
食
生
活
で
の

　

本
冊
子
に
は
、
全
国
各
地
で
和
食

献
立
を
提
供
し
た
事
例
を
収
録
し
て

い
ま
す
。
食
材
の
調
達
、
コ
ス
ト
、

調
理
効
率
、
提
供
時
間
な
ど
、
学

校
ご
と
に
異
な
る
様
々
な
課
題
を
乗

り
越
え
て
実
現
さ
せ
た
和
食
給
食
の

事
例
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
、
和
食

給
食
を
提
供
す
る
手
法
が
多
々
あ
る

こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
け
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

食
文
化
と
は
人
々
の
間
に
息
づ
い

て
い
る
生
活
習
慣
で
す
か
ら
、
献
立

だ
け
で
な
く
、
季
節
の
行
事
、
そ
の

土
地
な
ら
で
は
の
旬
の
食
材
、
そ
し

て
地
域
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
食
の

知
恵
な
ど
も
和
食
文
化
の
一
部
で

し
ょ
う
。
世
界
に
認
め
ら
れ
た
「
和

食
」
と
い
う
食
文
化
を
次
世
代
へ
と

継
承
す
る
き
っ
か
け
を
、
本
冊
子
が

提
供
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。

ま
と
め

現
状
を
把
握
す
る

「
御
飯
」＋「
汁
物
」＋「
お
か
ず
」

課
題
は
何
か
、
そ
の
課
題
を
解
決

す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
食
事
の
提

供
が
有
効
か
を
考
え
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。
児
童
生
徒
の
家
庭

の
食
事
の
現
状
を
把
握
す
る
こ
と

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
応
じ
た

給
食
の
取
組
を
考
え
る
こ
と
が
大

切
で
す
。




