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要 　約

　栄養士 課 程の 学生 が 「食料 自給率」 を は じめ とする現在の わが 国の 食に 関す る問題 に つ い て ど の よ うに認識 し

て い る か を 明らか にする た め，食料 自給率 に対す る認識度 と食料 を購入す る際の 行動状況調 査を行 っ た．そ の 結

果 ， 「食 の 安全性」「食料 自給率」「食の 環境」 とい っ た現在の わが国の 食に 関す る問題 を認 識 し不安を抱 い て い る

こ とが 明 ら か に な っ た．しか し，食料 自給率の 数値 とい っ た具体的 内容に つ い て は十分 とい えな い 状況 もわか っ

た ．また
， 食生活に つ い て は食生活指針の 内容が 多 く選択 され ，食生活 を管理す る力が養わ れつ つ あ る 状 況が示

唆 され た．

キ ー
ワ
ー ド ：食の 安全性，食料 自給率，食の環境

は じめ に

　平成 16年 6月に 成立 した食育基 本法の 中で ， 「21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 こ とが 大切 で あ

る ．」 と し た上 で さ らに 「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 ，健康

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 の調和

の と れ た 食 料 の 生 産及 び 消費の 推進並 び に食料の 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 ．」 と 述 べ ら れ て い る ．わ が

国 は 世 界 最 大 の 食料輸入 国 で あ り， 食料 自給率 は

40％ を示 し ， 主要先 進国 の 中で 最 も低 い 水準 とな っ

て い る
T）． また ，近年一般消費者 の 間 で は

，
BSE 問題

をは じめ とす る食 品 の 安全性 や 品質 に対する 関心が

大 き く高 ま っ て い る．こ れ ら に 共通する 背景 と し て

は食卓 と食 料生産 の 現場 との 距 離が拡大 して い る こ

とが原因 と して 考え られ る ’）．

　今 回，食 と環境 問題 に つ い て，食 の ス ペ シ ャ リ ス

トを 目指 す 栄養士課程 の 学生 へ の 食教 育 の 指針 を図

る こ とを 目的 と して ，わが 国の 食糧 自給率に対する

認識度 と食料を購入す る際 の 行動状況調査 を行 っ た

の で報告す る．

方 　法

　
Wt

　 給 颪 に つ い て

調査対象 ：生活科学科食物栄養 コ ース 2年73名

調査期 間 ：2006年 9月 に 自記 式質問紙調 査票 を配布

　　　　　し，質問紙を回収 した．

調査 内容 ：食糧 自給 率に対す る認 識度 と食料 を購入

　　　　 す る際 の 行動状況 調査

　 　
w 「

の 諦 杰

調査対象 ：生活科学科　健康栄養 コ ー
ス 　調 理実習

調査期間 ：2006年9月

調査内容 ：調理実習 で 使用 した食材料 の 生産地調査

結　果

　食料 自給率 に 関す る 調査 結果 は図 1か ら図 8に，食

材料の 調査 に つ い て は表1に示す ．

　 日本の 食料 自給率 の 認識 度 を図1に 示す．そ の 結果

は81％ の 学生が r知 らな い 」 と回答 した．更 に 「知

っ て い る」 と回答 した者 の 中に も不正解者が お り，

正確な食料 自給率を把握 して い る者はわずか に 12％

で あっ た．
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図3　食料品を購入 するときに注意すること
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　 日本 の 食料 自給率に つ い て 図 2に示す．そ の 結果 は

62 ％ の 学生 が 「日本 の 農業 を大切 に すべ き」 と回答

し て最 も多 く， 次 い で 「不安」 と回答 した 者が 34％

で続 い て い る．

　食糧品を購入する 際に注意する こ と に つ い て 図 3に

示す，「安全性」 「価格」 「新鮮 さ」な どの 回答が 多か

っ た．

　生産地 の 注 口度に つ い て 図4 に示す．そ の 結果 は約

半数の者が 「時々 気に し て い る」 と回答 し
， 「い つ も

気 に して い る」が回答者 の 4分 の 1を占め て い た．ま

た，「あ ま り気に して い な い 」 と回答 した 者 も凡 そ 2

割程 い た ．

　群馬県産 の 食糧 の 購入頻度 に つ い て 図 5に 示 す．そ

の 結果 は 約7割 の 者が 「時 々 買 っ て い る」 と 回答 し，

「い つ も買 っ て い る」を 選 択 して い る者 と あ わ せ る と，

8割 に も達 して い る．

　群馬県 の 農業に つ い て 図6 に 示 す．そ の 結果は 「な

る べ く残 して ほ しい 」 と 回答 した 者が最 も多 く，次

い で 「現状 維持 して ほ しい 」 との 回答が多か っ た．

　群馬 の 農業に 期待 す る こ と に つ い て 図 7に 示 す．そ

の 結 果 は 「新鮮で 安全 な農産 物 の 生 産」 を選択 した

者が 最 も多 く，次 い で 「環境 に 配慮 した農 業」が多

か っ た．

　食 生活で 気 をつ けて い る こ と に つ い て 図8に示す．

そ の 結果 は 「野菜 を しっ か りとる こ と」「カ ロ リ
ー

を

取 り過 ぎな い よ うにする こ と」「バ ラ ン ス よ く食べ る

こ と」な どが多 く選択 され て い た．

　今回健康栄養 コ ース の 調理 実習で使用 した食材料

表 1　 実習 で使 用 した 食材 料の 生 産地

食 品名 数量 産地

に ん じん 5009 北海道

さや え ん ど う 150g 北海道

た まね ぎ 5009 北海道

ごぼ う 1kg 青森 県

米 3β60g 岩手 県

鶏 さ さ身 8409 岩手 県

こ ん に ゃ く 500g 群馬 県

油揚 げ 400g 群馬 県

み つ ば 7束 群馬 県

な す 45個 群馬 県

い ん げん 50 本 群馬 県

セ ロ リ 3kg 長野 県

か つ お 節 200g 愛媛 県

ゆ ず 4個 徳 島県

干 し しい た け 1009 中国

レモ ン 8個 ア メ リカ

に つ い て表1に示 す．生産地 の 調 査を行 っ た 結 果 16品

円中5品 目が群馬県産 の 食材料で あっ た ．

考　察

　 日本 の 食糧 自給率 に つ い て ，正確 に認識 して い る

学 生 は わ ず か 12％ で あ っ た ．しか し
， 日本 の 食糧 自

給率 に つ い て は 「凵本の 農業を大切 にすべ き」「不安」

と 回答 し た学生 を合わ せ る と9割 を超え る ．正確 な食

糧 自給率 を認識 し て い ない まで も，日本の 食糧 自給

率が危機 的状 況 にあ る こ と を把 握 して い る こ と が う

かが えた．

　また ， 食料品 を購 入 する際 に 「価格」「新鮮 さ」 と

並 ん で 「安全性」 と回答する 者が 多く，食 の 安全性

を重要視 して い る傾 向が表れ て い た，そ して ，生産

地 につ い て は，「注 目して い る」と回答 して い る 反面，

「あ ま り気 に して い な い 」 を選 択 した 者が 2割 い る こ

と か ら，食料 品 を購入 す る 際 に は 両者 が 相 関関係 に

あ る と い う回答結果 にな っ た．

　さ らに，群馬 県の 農業に つ い て は ， 「新鮮で 安全 な

農 産物 の 生産」 を選択 した回答が最 も多 く，「食 の 安

全 性」「食糧 自給率」「食 の 環境」 とい っ た現在の 我

が国 の 食 に 関す る問題 に つ い て 不安 を抱 い て い る こ

とを反映 した結果 とな っ て い る と推察 され る．

　食生 活で 気 を つ けて い る と こ ろ に つ い て も，食生

活指針で あげ られ て い る内 容が選択 され て お り，自

分で 食生活 を管理 する 力が 養われ つ つ あ る状況 を把

握す る こ とが で き，今後は具体的行動に い か に 結び

つ ける かが課題 と考 え られ る ，

　今回調理 実習 で使用 した食材料 の 生産 地 の調査 を

行 っ た．現在学校給食で は地場産野菜の 活用の メ ニ

ュ
ーを増や し

，
地場産野菜の 使用 拡大 と食教育の 重

要性か ら試み が行 われ て い る．こ れ らは食料の 生 産

地か ら食卓 ま で の 距離 に着 目 し ，
な る べ く近 くで と

れ た食料を食べ た方が，輸送に伴 う環境汚染が少な

くなる とい う英国の消費者運動家 テ ィ ム ・ラ ン グ 氏

が 1994年か ら提唱 した フ
ー ド ・マ イ レージ に も通 じ

て い て
， 欧米で は消費者団体や環境団体 を中心 に市

民運動 が 広 が っ て い る．栄養士 課 程 の 実習 に お い て

も地場産食材が 使用 され て い る 献立に印をつ けた り，

地場 産物に つ い て 紹介す る 給食便 りの作成 な どを行

うこ と で ，さ ら に 地場産物 に 興 味を持ち，食料 自給

率 ，
フ
ー

ド
・マ イ レージ に対す る意識の 向上 に つ な

が る よ うな環境作 りが 必要で ある と考え られ る ．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表2　食生活指針

食事 を楽 しみ ま し ょ う．

　 ・心 とか らだにお い し い 食事を，味わ っ て食 べ ま し ょ う．

　
・毎 日の 食事で

， 健康寿命 をの ば しま し ょ う．

　
・家族 の 団 らん や人 と の 交流 を大切 に，また

， 食事づ くりに参加 しま し ょ う．

1 日の食事の リズ ム か ら，健や か な生活 リズム を．

　 ・
朝食で

，
い きい きし た ユ 日 を始め ま し ょ う．

　 ・夜食や 間食は と りすぎな い ように しまし ょ う．

　 ・飲酒 はほ どほどに しま しょ う．

主食，主菜，副菜 を基本に，食事の バ ラ ン ス を．

　 ・多様 な食品を組 み合わせ まし ょ う．

　 ・調理 方法が 偏らな い よ うに しまし ょ う．

　 ・手作 りと外食や 加工 食品 ・調理食品 を上 手に組み合 わせ ま し ょ う．

ごはん な どの穀 類 を しっ か りと．

　 ・穀類 を毎食 とっ て ，糖質か らの エ ネル ギ
ー
摂取 を適正 に保 ち ま し ょ う．

　　日本 の 気候 ・風土 に適 して い る米など の 穀類 を利用 しまし ょ う．

野菜 ・果物，牛乳 ・乳製品 ，豆類，魚な ども組み合 わせ て．

　　た っ ぷ り野 菜 と毎 日の 果物で
，

ビ タ ミ ン
，

ミネラ ル
， 食物繊維を と りま しょ う．

　 ・牛乳 ・乳製品，緑黄色野菜，豆類，小魚などで，カ ル シ ウ ム を十分 に と りま しょ う．

食塩や脂肪 は控 えめ に ．

　 ・塩辛 い 食品を控えめ に，食塩 は 1 日 10g 未満に しま し ょ う．

　 ・脂肪 の と りす ぎをや め
， 動物 ， 植物 ， 魚 由来の脂肪 をバ ラ ン ス よ くとりまし ょ う．

　 ・栄養成分表示 を見て，食品や外食 を選ぶ 習慣を身につ けましょ う．

適正 体重 を知 り，日々 の 活動 に見合 っ た食事量 を．

　 ・太 っ て きた かな と感 じた ら ， 体重 を量 りま しょ う．

　 ・普段 か ら意識 して 身体を動かす よ うに しま し ょ う．

　 ・美 しさは健康か ら．無理 な減量はや め ましょ う．

　　 し っ か りか ん で ，ゆ っ くり食べ まし ょ う．

食文化や地域の産物 を活か し， ときに は 新 しい 料理 も．

　 ・地域 の 産物 や旬 の 素材 を使 うとと もに，行事食を取 り入れ なが ら，自然の 恵み や 四季の 変化 を楽しみ

　　 ま しょ う．

　 ・食文化を大切 に して，日 々 の 食生活に活か しまし ょ う．

　 ・食材 に関する 知識や料理技術 を身 に つ け まし ょ う．

　　 と きには新 しい 料理 を作 っ て み まし ょ う．

調理 や保存を上 手 に して無駄や廃棄 を少 な く．

　 ・買い す ぎ， 作 りす ぎに注意 して
， 食 べ 残 しの な い 適量 を心が けま し ょ う．

　　賞味期限や消費期限を考えて利用 しま し ょ う．

　　定期 的に冷蔵庫の 中身や家庭 内の 食材 を点検 し， 献立 を工夫 して 食べ ま し ょ う．

自分の食生活 を見直 してみ ま し ょ う．

　　自分 の 健康 目標 を つ くり， 食生 活 を点検 する習慣 を持 ち ま し ょ う．

　 ・家族や仲間と，食生 活を考えた り， 話 し合 っ た りして み まし ょ う．

　 ・学校 や 家庭 で 食生活の 正 しい 理 解や 望 ま しい 習慣を身に つ けまし ょ う．

　
・子 どもの こ ろか ら，食生活 を大切 に しま しょ う．
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ま とめ

　食生 活 の 乱れ や食料 自給 率の 低下 ， そ して 様 々 な

加工 食 品と食品添加物 の 出現な ど
， 現代 の 食をめ ぐ

る 環境 は 変化 して い る ．こ れか ら の 日本 人 の 健康 は

食生活 に 係 っ て お り ，
生 活 習慣病 の 予 防 に よ る医療

費の 削減 に も関係する た め ，平成12年6月 に こ の事態

を重 く見 た 厚生 労働 省 ， 農林 水産省 ， 文部科学省 の

三省が合 同 で 「食生活指針」をまとめた．（表2）

　従来 は 厚生 省 と農林水 産省が それ ぞ れ の 立場 で ，

別 々 に食 生活 指針 を策定 して い たが ，文部省が 子供

たち へ の 食教 育 も重要 で あ る とい う観点か ら，三省

合意の もと で 定め られた．今回 の 「食生 活指針」で

は国民 が 日 々 の 生活 の 中 で 「何 を どれだ け，ど の よ

うに食べ た ら よ い の か」 を具体 的に実践 で きる 目標

として ま とめ らえた．まず ，栄養摂取の 目安で はな

く ， 「食 事 を楽 しみ ま し ょ う」 と い う，こ れま で 当た

り前と され て きた こ とを改 め て 掲げて い る の が こ れ

ま で の 指 針 とは異 なる．さ ら に健康 ・栄養面か らだ

け で な く，食料資源 の有効活用 及び環境 問題 ，
さ ら

に は学校 ・家庭に お ける食教育，行事食 を取 り入れ

るな ど食 文化 を大切 に し よ うと い う視点 もい れ られ

て い る．

　先に 述 べ た食育に つ い て も，「食育 と は 人 々 が そ れ

ぞ れ の 生 活の 質 （quality　 of 　life： QOL ） と環境 の 質

（quality　of 　environment ： QOE）の よ りよ い 共生に つ な

が る よ うに ，
“
食 の 成 り立 ち （育ち）

”

の 全体像 を育

て つ つ ， そ の 成 り立 ちを生 か し て食 を選択 し，実践

で き る力 を育 て る こ と
，

並 び に そ れ を実現 し やす い

食環境 を育て る プロ セ ス で ある ．」 とそれぞれ の 食育

の 概念や 方 法を検討 し
， 共有す る た め の 提 案が 生 ま

れ．て い る ．1）

　食 の 国 際化 を押 し進 める要 因 とし て ， 外 国に依存

する 食料 供給 の 問題 が ある ．わ が 国 の 食料 自給 率 の

推移 をみ る と
， 供給熱 量 自給 率は ， 1965年度の 73％

か ら 1998 年度に は 40％ に まで 低下 した ．また，海外

の 食料 自給率を見 る と，ア メ リカが 132％， ドイ ッ が

100 ％
，

フ ラ ン ス が 141％ で あ り，日本は 先進国 で は

低 い 水準 で ある と共 に，世 界
一

の 農 産物輸入 国 とな

っ て い る ．日本 の 食料 自給率 が低下 し て きた の は ，

国土 面積 が狭 く，平地が少 な い ため，国民
一

人当 た

りの 農業 面積が極端 に小 さい とい う国土 の ハ ン デ ィ

キ ャ ッ プ が ある中 で ，国民 の 食生活 が多様化 し，自

給 品 目 で あ る米の 消費が減 少 す る と共に ，畜産物 や

油脂類 の 消費増 に伴 い ，こ れ らの 生 産に 必要 な飼料

穀物 や油糧種 子の 輸 入 が大幅 に増加 した こ とが 大 き

な要因 に な っ て い る．

　わが 国 の 食料輸入 を特徴づ けて い る の は，そ の 量

の 大 きさ もさ る こ と なが ら，む しろ 諸外国 に 比 べ て

かな りの 長 距離 を輸 送 され て きて い る とい うこ と で

あ る ．フ
ー

ド ・マ イ レ
ージ の 品目別 の 構成 をみ る と，

飼料 穀物 や油 糧種子 の 輸 入 が大部分 を 占め て い る．

そ の 理 由 と して ，こ うした 品目が比較的 か さば る こ

とに加え，そ の 多 くを ア メ リカ，カ ナ ダ，オ
ー

ス ト

ラ リ ア の 遠隔地 か ら輸入 して い る ため と考え られ る、

わが 国 の こ の 大量 か つ 遠距離の 食料輸入 は，輸送面

で 環境に 対 しか な りの 負荷 を与え て い る こ とが予想

され る ．現在 の わが国の食料供給構造 は，相対的に

高 コ ス トとな らざ るを得な い 国内生産か ら低 コ ス ト

の 輸入品に依存 した結果で ある と考え られ る．し か

しなが ら，前幸脚 で も述 べ た ように 環境問題 に対す

る 意識は高 ま っ て い る が行動へ の 展開 とい う段階で

は十 分 とは い えな い 現状の 中で ，経済効率性 とい う

観点 に と どま らず，環境負荷等へ の対策が 課題 と考

えられ，環境 に 重点 に置 い た 食教育の 重 要性が 今後

さ らに必要不可欠 とな る と考え られ る．
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Results　of 　the　Foo〔董and 　Nutrition　Course　Students，　Awareness 　Regarding
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　Akira　Senoo

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　Asurvey 　was 　conducted 　on 　the　Food 　and 　Nutrition　course 　students 　oll　their　awareness 　regarding 　food　self −sufficiency ．　The

results 　show 　that　the 　students 　are 　fUlly　aware 　of 　the　current 　problems　facing　the　counry 　such 　as
，’food　safety

’PT
　

ll

　fbod　self
−

sufficienc ジ ，
　and 　

l「f60d　and 　the　enviroment
「’．　The 　guidelines　on 　eating 　habits　were 　largely　chosen 　and 　it　was 　shown 　that

management 　of 　eating 　habits　was 　given　much 　importance．

Keywords；The　food　safety ，　Food 　self −sufficiency ，　Food 　environment
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