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要　約

　近年，多 くの 地域 で 「地産地消」の 取 り組 み が盛 ん に な っ て きて い る．こ れ らの 多くは安心で 新鮮な食品の 入手，

地域農業の活性化等を目的 とす る もの で あ る が ，同時 に 輸送 に伴う環境負荷 を低減 させ る と い う面 で も有意義 とい

え る ．そ こ で 今回学内実習 に お け る 地場産 食材 の 利 用状況 と 学生 の 地産地消 に 対す る 意識 と行動変容を調査 し た ，

そ の 結果，学内実習に お ける野菜の 総使用量 に対す る群馬県産野菜 の 利用率は30％で あ る こ とが判明 し，そ の 中 で

使用量が多 い 野菜は，ほ うれ ん草，きゅ うり，キ ャ ベ ッ の 順 で あ っ た ．ま た，給食献立 の 中で 地場産食材 が 使用 さ

れ て い る献立 の 割合は約30％ で あっ た．さらに 地 産地消に対する学生 の 意識 に つ い て は，言葉 も内容 も理解 して い

る との 回答が 半数を占め た．また地場産農作物の購入経験者は約6割を占め て い た，しか し，購入経験 が な い と 回

答 した約4割 の 学生 の なか に は，産地に つ い て 特に 意識せずに農産物を購人 した り，実際 に は地場産物 を購 入 しな

が らも認識が十分で な い た め に購入経験がな い と回答 した例 も含まれ て い る と考え られた，

キ ーワー ド　学内実習，給食献立 ，地場産野菜，活用状況調査

は じめ に

　近年，さら に 日本 人 の 食生活が豊か に な る 中 で ，消

費者 は食 品の 品質 の み な らず ， 安全性 に対 して も強 い

関心を寄せ て い る．同時に個々 人 の 食生 活を含め た 生

活全般 と 地球温暖化な どの 環境問題 との 関係に つ い て

も考える よ うに な っ て きた ．つ ま り温暖化をは じめ と

する環境問題 が 顕在化 しつ つ ある 中 で
， 食の 安全性 と

い う観点の み ならず食の 流通が 環境に与え る影響 に つ

い て も検討が必要と考えられ て きて い る．

　ま た
， 比較 的狭小 な 国土 に多 くの 人口 を 擁す る わ が

国 が 豊か な食生 活を実現 し た背景 に は
， 経済成長の 中

で 農水産物供給 の 海外へ の 依存度 を高め た こ とが あ

り， 世界最大の食料輸入国とな っ て い る．言い 換 え る

と，わ が 国 の 食料自給率は低下傾向で推移して きて お

り，現在の 供給熱量ベ
ー

ス の 自給率は39％ と主要先進

国中最も低 い 水準 とな っ て い る i’1．

　 こ の よ うな状況か ら最近で は 「地産地消」「フ
ー

ド

マ イ レージ」 とい う言葉が 広まり，ス ーパ ーマ ーケ ッ

トに 地元産野菜 コ ーナ ーが 設置 さ れ た り
，

地 元 の 農協

主催の料理 コ ン テ ス トが 開催させ る よ うに なっ て きた．

　本研究で は学内実習 （給食管理実習 ，
以後学内実習

と表記す る）で 使用 し た食材料 の 野菜 の 産地調査を行

い ，食 の 流通 が 環境に 与え る影響に つ い て 考察す る手

始め に群馬県産の 食材の利用状況に つ い て検討 を行 っ

た．さ ら に栄養士養成 課程の学生 に対 して 「地産地

消」に対 して の 意識調査及び行動変容 の 状況に つ い て

調査 を行 っ た の で報告す る．

研 究方法

1． 学内実習に お ける群馬県野菜の 活用状況

　
’1∠成18年度の 学内実習に お け る 野菜 の 産地 を調査

し，群馬県産野菜の 活用状況を各野菜の 総使用 量，群

馬県産野菜の使用量，総使用量 に対 する群馬県産野菜

の使用量 か ら群馬県産野菜 の 利用率を算出 した．

2．学内実習 の 野菜料理 の 献立

　平成 18年度 の 7回 の 給食の うち，35の 給食献立 の 中

か ら地場産食材が使用 され て い る 野菜料理 を 選 び
， 地

場産食材 の 利用状況 を調査 した．

3．学生 の 地産地消に対する意識調査

　学内実習 を体験 した本学生活科学科健康栄養 コ ー
ス

62名に対 し実習後，地産地消 に 対す る意識 と行動変容
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ユ ．地産地消に 対す る認識 に つ V「C
　   地 昭地消 亅 という言 葉 も内容 も理解 し て い る

　   「地 産地消 」 という言 乗 は理 解 して い るが、内容な理 解 して いな い

　   　知 らない

2．地 産池消 の 情 報源 に つい て

　   　授業 で 学 ん だ

　   　ス ーパ ー．な ど の 店 頭 で 知 った

　   友 人 等 か ら 聞 い た

　   　新聞雑 諸

　   テ レ ビ ・ラ ジオ

3 ．地 産地 消に対 す る考え 方

　   　良 い こ とだ と忠 う

　   あ ま り意味の ない こ とだと思う

　   　よくわか らな い

4．1） 地域 産農作 物 の購入 に っ いて

　   　講入 の 経験が ある

　   　購入 の 経験が な い

  と答え た人はお 答えくだ さい 。
2 ）今後 の 地域産農作物の 購入 に つ い て

  　現状維持

複数回答可〕

〕

表 1．地 産 地 消 に 関す る ア ン ケート

6 ．地揚産野 菜に対す るイメ
ー

ジ

　　1 ）鮮 度 に つ い て

　　 　   皇 い 　 　　   や や艮

2〕 品質に つ い て

　   良 い   やや 艮

3｝品揃 えに つ い て

　   艮 い 　　　   やや 良

4 ｝値設につい て

　 の高い   や
．
や高

7．地揚 産農 僅物の 消費拡大の た

　   料理講 習会 等 の 開催

　   　地 域産農 年物 の住産
・
販売 に関する情報提供

　   販売者等
一一の 販 売戦 略支援

　   　農作物直売所等 の 増 設

　   　生産 者 団体等への 支援

　   生産者 と消費者 の 交流拡大

　   学校 給食への 導 入

　   　新 しい地域 「9農作物 の 開発

　   　そ の 他

8．地 場産農産物 を学校給 食に 利用する 二 とに つ い て 〔複数 回答可 ）

　   　食育や 農業 教育 に有効

　   　ふ る さ と教 育に有 渤

　   　地 揚 産 農 産 物 の 消 費に拡 大に 有効

　   　地 域店 性化

　   　低 価罹

　   　女心

　   　新 鮮

　   　そ の 也
．：

ご 協力 あ ワが と うござ い ま し た．
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の 状況を明らか にする ため，無記名に よ る ア ン ケ
ート

方式に よ る調査 を実施 し た （表1）．

結　果

1．学 内実習 に お け る 群馬 県野菜 の 活用状況

　平 成 18年度 の 学 内実習 にお い て 群馬県産野菜 で使用

量が 多い 野菜は，ほ う才しん草 13．6kg，キ ャ ベ ッ 6．7kg，

き ゅ うり3，8kgで あ り，学 内実習 に お け る 野 菜 の 総使

用量 に 対す る群 馬県産野菜の利用 率は30％ で あ っ た

（表 2，表 3），

2．学内実習 の野菜料理 の 献立

　平成 18年度の 35の 給食献立 の 中か ら地場産食材が使

用 され て い る献立 は 10で献立 の 約30％ で 地場産野菜が

使用され て い た．国レ ベ ル の食料 自給率が 約40％ で あ

る こ とを考慮する と，最低で も給食献立 に もこ の 値 を

目標 と し て地場野菜 を取 り入 れ て い くべ きで あろ う．

3．学生 の 地産地消に対す る意識調査

　D 地産消費に対する意識

　図 1に示 した 通 り， 言葉も内容 も理 解 し て い る と 回

答が50％ と最 も多か っ た，次 い で ，言葉は 理解 して い

る が内容は 理解 して い な い
， 知 らない が ほ ぼ 同数 の 回

答 を示して い た ．

　2）地産消 費と い う言葉 の 情報源

　図 2に 示 した 通 り，授業で 学 ん だ と い う回答が 最 も

多か っ た．次 い で，テ レ ビ や ラ ジオ，ス
ーパ ー

な ど の

店 頭，新聞雑誌 の Jrl頁に 回答 が多か っ た ．

　3）地産消費 に対 す る 考え方

　図 3に 示 し た 通 り， 良い こ と だ と思 うと い う回答が

68c／。 と最も多か っ た．次い で ，よ くわ か らな い とい う

が回答が示 して い た ．

　4）地場産農作物の 購入 に対する経験

　図 4−1に示 した 通 り， 購入経験 があ る と い う同答が

62 ％ を示し た が ，購人経験が ない とい う回答の なか に

は，産地に つ い て特に意識せ ずに購入 した者 も含まれ

て い る こ とが推測 さ れ る．また
， 今後の 地場産農作物

の 購人 に つ い て は ，図4−2 に示 し た通 り，現状維持 と

い う回答が 89％ と最 も多か っ た．次い で ，もっ と購入

を増や す予定 とい う回答であ り，今まで よ り減 ら し た

い と い う回答は 0％ だ っ た．

　 5）野菜購 入時に最 も重視する事項

　図 5に示 した 通 り， 鮮度 とい う回答が最 も多か っ た．

次 い で，値段，産地 の 順に 回答が 多か っ た．

　6＞地場産野菜の 鮮度に対する イ メ ー一ジ

　図6−1に 示 し た 通 り，
「良い 」「や や 良い 」とい う回

答が 合わせ る と約70％ を示 して い た，地場産野菜の 品
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質に 対す る イ メ ージつ い て は
， 図 6−2に示 し た通 り，

「良い 」「や や良い 」 とい う回答の合計が約60％ を示 し

て い た ．地場産野菜の 品揃えに対 す る イ メージ つ い て

は，図6−3に示 した通 り，「普通」 とい う同答が最も多

く約60％ を示 して い た ．地場産野菜 の 値段 に対 す る イ

メージつ い て は，図6−4に示 し た通 り，「普通」 とい う

回答が 最 も多 く約60％ を示 し て い た．

考　察

　近年，
わ が 国 ほ ど，食生 活 の 内容を大 きく変化 させ

た 国 は 他 に は ない ．経済 の 高度成長 と所得水準 の L昇

に伴 っ て 急速 に 欧米化 し，畜産物や 油脂類の消費が大

きく増加す る一
方 で 米 の 消費量 は 減少 した．また，外

食や 中食が増加す るな ど 「外部化」「簡便化」が進行

し，同時に食品流通 は 広域化 した．その 結果，現在の

わ が国 の 食生活は，飽食 と形容 されるほど表面的 に は

豊 か で あ るが，私達 の 生活に は 「健康面」「食糧供給

や地域農業」「食 と地球環境 の 関わ り」 とい っ た様 々

な深刻な問題 を起 こ して い る ．

　特に 地球温暖化問題 に つ い て は，京都議定書で わが

国は2012年まで に 温室効果ガ ス の 排出量 を6％ 削減

と唱えたが ，現在8％ 以上増加し て い る現状 に あ る．71

そ の原因の ひとつ として ，わが国は大量の食料を輸入

し，そ の 輸送 過程 で 大量 の 二 酸化炭素 を排出 し地球環

境 に負荷 を与 えて い る こ とが挙げ られ る．地球環境 に

負荷をか けない 食生活を送るため に は，な る べ く近 く

で とれた食料 を消費する こ とが重要で ある．近年，多

くの 地域 で 「地産地消」の 取 り組み が盛 ん とな っ て い

る．こ れ らの 多くは安心 で 新鮮な食品 の 入手，地域 農

業 の 活性化等 を目的 とす る もの で あ る が，同時に輸送

に伴 う環境負荷 を低減 させ る とい う面 で も有意義とい

える．地産地 消はス ロ ー
ラ イ フ の 考えもあ い ま っ て 全

国的に広が っ て い る．

　農林水産省 「平成 16年度農作物地産地消等実態調査

結果 の 概要」に よ る と，平成 15年度に 地域 内で採れた

農 産物 を提 供す る産 地直売所の数は2，982ケ所，そ の

販売額 の 総 額は 全農業産出額の 1．7％ の 1，772億冂に 上

っ て い る．こ の 販売額を もとに，環境省が作成 した資

料
4：

を用 い て ，フ
ー

ド・マ イ レ
ー

ジ の 試算
2！ をす る と，

産地直売所 で 販売 され る 農作物 を仮 に 海外か ら輸入 に

頼 っ た 場合 ，
二 酸化炭素排 出量 は約 10倍 の 増 加 とな

り，
こ の こ とか らも地産地消 の 環境上 の 効果が大 きい

こ と がわかる．また，参考 として 日本 の 野菜の輸入相

手国と 輸入野菜の 流通エ ネル ギ
ー

を表4と表5に示す 3｝，
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表4，日本の 野菜輸入相手国

品　　　目 1　 位 2　位　　 　　 　　　 　 3 位
　　 　　 　　

一
］『

き胆う 9 大韓民国 1
キ ャ ベ ツ 中華 人民共和国 大韓民 国 台湾

トマト 大韓 民国 ア メ リ カ カ ブ ダ　　　　　ー一
ほうれんそう 中華 人民共和国

な す 大韓民 国

ね ぎ 中華人民共和国 大韓 民国　　　 　　　　 ア メ リ カ

ス イートコ ーンーヒ オース トラ リア 台湾　　　　　　　 i 」
ば れ い し ょ 中華人民共和国

結球 ン タ ス アメ リカ　　　　．一 台湾．＿一
韓民国 ．　 ＿

中華人 民 共和国　　　1　　　 　　 　　　 　　 オ
ー

ス ト ラ リ ァプ ロ ツコ リ
ー

ア メ リカ

たまね ぎ 中華人民共和国

　　　　　．1一一．．
ア メ リカ ニュ　．ジーラ ンド

か ぼ ち ゃ
ニユージ ーラ ン ド メ キ シ コ トンガ　　　　　　　　ー一

に ん じん ・か ぶ 中華人民共和国 二’一ジーラ ン ド オース トラ
1
ノア

ア ス バ ラガ ス 　　　　　　　　　 オ
・一ス ト ラ リア ⊥2 ゴー．、　 　 ．一＿ メキ シ コー、

C農林水産輸 出入概況 （2004 ｝；農林水産省 よ ワ作成｝

表5．輸 入野菜の 流通エ ネル ギー

船積港羸 1。♪

　　　．　
所 要日数

　 （鋤

．．
流通エネ ル ギ

ー
〔k亅〆k匕〕

愉入 相｝國
輸　送 保　冷　

．
　 合　討

大韓民国 釜山 1．3 〕 29 η 2699B 　 I
中華 入民共和国 　 　 　 3．一 z，585 四　　一一．．
台湾

上海．r−．．．内．
垂隆

　 2．【go　一一．一．
　 2．Ioo31 ，弼 5

　 Z、6Z4−
　 1，424　 E− ’

タイ 　 「一 2，62539652 ・6go　」　　　　　．
カ ナ ダ

バ ンコクー．一．一一．
バ ン ク

ー
バ
ー

　 4、5ひD　　　−−
　 7．goos5 ．5811045 、6∬

ア メ リ カ ポ ート ラ ンド 7，9DO85 ，581104 　　　15・6B5
」

ア メ リ カ 三ユーオ リ ン ズ 17、0ぴ015102 δ21 り5LO ．477　 E

メキシコ アカプ ル コ 11，3ゆD 田 5、13呂 1305 ．268
　 　 −1

ヌ ク ア ロフ ァ　　．一一 8．α0084 ．433 　 ．　 　 104ト ン ガ　　　ー．ゴ
オ
．ス トラ リァ　　」酌『 フ ．丿マン ト ル 　　　　 6300b 」．7認 　 　 　 　 　 104

　 　 4537　　−．− 1
　 　 5，892− ．．一一
　 　 4，950　 1ニユージ

ー
ラ ン ド オ

ー
ク ラ ン ド　　　 呂．8ひ084 ．呂45　 　 　 　 　 104　　　　｛ ．

　また，食育基本法や 国の 食育推進基本計画に も，地

球環境 との 関わ りまで は明示的 に は含 まれ て い な い ．

食育基本法で は，食育とは，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 人聞を育み 育て る こ ととされ て い る．今後さ

ら に求め られ る食育 とは私た ち個 人 の 食生活が，自

分自身の健康や 食料自給率だけで な く，地球全体や 未

来に繋が る こ とと し て捉え，私たち
一

人ひ とりが で き

る こ とか ら見直 して い くこ とも 「健全 な食生 活」の 実

践 に含まれ る と考え ら れ る 4，．

　 また，学校給食 に お け る 地場産物の 活用状況 は，平

成 16年度に お い て ，食材数ベ
ー

ス で の 全国平均が約

21％ と な っ て お り，地場産物の 活用 の ため の 取 り組み

が進 め られ て い る．学校給食で使わ れた食材 を も と

に，フ
ー

ドマ イ レ
ー

ジの 試算を行 っ た場合，市場に 流

通 して い る野菜や米 を仕入れた場合に 比べ ，地場産物

を利用する こ とで抑制で きる 二酸化炭素排出量 に 関し

て は 約93％ の 削減効果が あ る と さ れ て い る．現在，地

産地 消や 食育の 取 り組み は各地 で 盛 ん とな っ て い る

が ，今後は，環境 との 関連 を重視する食育の 定義案 51

に もあ る ように，地球環境面 まで を意識 した食育が期

待 され る と考 えられ る．岐阜 市の 学校給食で は ，児

童 ・生徒に 月毎に 配布 されて い る献立 表に 地場産食材

が使用され て い る献立 に 印が つ けられた り，校内放送

で 地 場産物 に つ い て 紹介され る な どの 試み が され た

り，農業体験や 見学を総合学習の 中に積極的に取 り入

れ る な ど子供た ちが 地場産物に つ い て 興味を持 つ こ と

が で きる ような取 り組み も実施 されて い る 6〕 こ とか ら，

栄養士 養成課程に おける学内実習に お い て も積極的 に

地場産の 野菜を取 り人 れ た給食献立 を実践 し，食 と農

業 ，
さ ら に は環境 を含め た 上 で の食教育を指導し て い

きた い と考え る．
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An  Application of  Local Produced  Vegetables on  the Intramural Practice for

                        Food  Service Management

Kimie Nakajima, Keiko 
rfanaka,

 Masako  Hashimoto, [Ilakako Kudo, Etsuko Sekizald, Akira Senoo

                                     Abstract

  Recently, an  action  of  
"local

 supply  and  local consumption''  is gradually increased. The  main  aims  of  the action  are  an  acqui-

sition  of  satety  and  fresh food and  activation  of  regional  agriculture,  and  simulttmeously  it is significant  that the cnvironmental  impact

accompanying  transportation  is reduced.  Then  we  examined  an  application  of ]oca] produced vegetables  on  the intramllral

practice, and  the consciousness  and  behavior to local supply  and  local consumption.  As  a result, it bectune clear  that the percentage

of  the vegetables  from  Gunma  Prefecture to the amount  of  the total used  of  the vegetables  in intramura] practice was  30%,  and  the

vegetables  with  much  amount  used  were  the order  of  the spinach,  the cucumber,  and  the cabbage  in it. Moreover, the percentage
ol' the menu  that the foods from the region  are used  in the meal  menu  was  about  30%.  Furtliemmore, about  a  student's  conscieusness

to local supply  and  local consumption.  the reply  that he understands  Ianguage and  the  contents  had the  half. Mereover, the person
experienced  in purchase of the agricu]tural products from the region  had aecounted  for about  60 percent. However,  especially  among

about  40 percent of  the students  who  answered  were  inexperienced in purchase, though agricultural  products were  purchased, with-

out being conscious  about  a  place of  production or  the  professional preduct was  purchased in fact, since  recognitien  was  not  enough,

it was  thought that the example  it was  answered  that was  inexperienced in purchase was  also  included.

Keywords:  Intramural practice, Mcnu  of  food service,  Local produced  vegetables,  Survey  for application
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