
第
二
章
　
食
育
の
背
景
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こ
の
章
で
は
、「
食
育
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
進
め
る
上
で

前
提
と
な
る
「
食
育
」
の
背
景
を
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
一
）
食
育
っ
て
何
だ
ろ
う
？

そ
も
そ
も
食
育
っ
て
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
皆
さ
ん
は
ど

う
お
考
え
で
す
か
？

学
校
給
食
で
地
場
農
産
物
を
提
供
す
る
と
い
っ
た
「
教

育
」
の
概
念
で
の
み
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
方
が
多
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

食
育
基
本
法
に
は
、
次
の
よ
う
な
定
義
が
掲
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。

○
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

○
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
も
の

私
自
身
は
、「
食
」
を
通
じ
て
「
命
」
の
大
切
さ
を
学
ぶ

も
の
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
私
た
ち
の
命
は
、
毎
日
の
「
食
」
に
支
え

ら
れ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
す
し
、そ
の「
食
」

を
得
る
た
め
に
、
少
な
か
ら
ず
動
植
物
の
「
命
」
を
犠
牲
に

し
て
い
ま
す
。

「
食
」
に
つ
い
て
学

び
感
謝
す
る
こ
と
が
、

ひ
い
て
は
、「
命
」
の

大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
く
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
農
水
省
で
棚

田
保
全
を
担
当
し
て
い

た
縁
も
あ
り
、
毎
年
家

族
と
一
緒
に
棚
田
で
田

植
え
を
す
る
こ
と
に
し

私自身は、「食育」とは、「食」を通じて「命」の大切さを学ぶものと
理解しています。	

○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

○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もの

食育基本法における「食育」の定義
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て
い
ま
す
。
毎
日
食
べ
て
い
る
お
米
が
、
ど
こ
か
ら
ど
の
よ

う
に
し
て
作
ら
れ
て
い
る
の
か
、
我
が
子
に
分
か
っ
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
想
い
か
ら
で
す
。
た
だ
意
外
な
副
産
物
も
あ

り
ま
す
。
子
ど
も
達
が
、
田
ん
ぼ
の
中
に
い
る
カ
エ
ル
や
魚
、

イ
ト
ミ
ミ
ズ
に
興
味
を
も
ち
は
じ
め
た
の
で
す
。
都
会
で
生

ま
れ
育
っ
た
我
が
子
に
は
、
そ
ん
な
小
さ
な
「
命
」
の
営
み

も
珍
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。
お
米
と
い
う
「
食
」
を
通
じ
た

「
命
」
の
連
鎖
を
、
我
が
子
に
自
然
な
形
で
感
じ
て
も
ら
え

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

コ
ン
ビ
ニ
に
行

け
ば
、
弁
当
や
パ

ン
、お
菓
子
、様
々

な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
「
食
」
が
豊

富
に
あ
ふ
れ
て
い

ま
す
。
こ
ん
な
時

代
だ
か
ら
こ
そ
、「
命
」
の
根
源
と
な
る
「
食
」
の
大
切
さ

を
学
ぶ
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

（
二
）
明
治
時
代
の
食
育
の
先
人

食
育
と
い
う
言
葉
が
提
唱
さ
れ
た
の
は
、
明
治
時
代
の
こ

と
で
す
。
食
育
に
関
す
る
明
治
時
代
の
二
人
の
先
人
を
紹
介

し
ま
し
ょ
う
。

一
人
目
は
、
石
塚
左さ

玄げ
ん
と
い
う
、
軍
医
で
あ
り
薬
剤
師
で

も
あ
っ
た
人
で
す
。
栄
養
学
が
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
時

代
に
食
物
と
心
身
の
関
係
を
理
論
に
し
て
、
医
食
同
源
と
し

て
の
「
食
養
」
を
提
唱
し
た
「
食
養
家
」
と
し
て
も
知
ら
れ

て
い
ま
す
。

「
食
育
」と
い
う
言
葉
は
、石
塚
左
玄
の『
食
物
養
生
法
』

（
明
治
三
一
年
初
版
）
で
は
じ
め
て
提
唱
さ
れ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

「
嗚あ

呼あ

何
ぞ
学
童
を
有
す
る
都と

会か
い
魚ぎ

ょ
塩え

ん
地ち

の
居
住
民
は
殊こ

と
に

家か

訓く
ん

を
厳げ

ん
に
し
て
体
育
智
育
才
育
は
即
ち
食
育
な
り
と
観
念

大山千枚田（千葉県鴨川市）
棚田での田植えを通じて、お米という「食」
を通じた「命」の連鎖を我が子に感じても
らえたと考えています。



30

せ
ざ
る
や
」

こ
れ
は
、「
学
童
を
養
育
す
る
人
々
は
そ
の
家
訓
を
厳
し

く
し
て
、
体
育
・
智
育
・
才
育
は
す
な
わ
ち
食
育
に
あ
る
と

考
え
る
べ
き
」
と
の
大
意
で
す
。

石
塚
左
玄
は
、
陸
軍
に
お
い
て
薬
剤
監
と
い
う
薬
剤
師
と

し
て
最
高
の
地
位
に
上
り
つ
め
た
人
で
す
。
し
か
し
、
幼
少

時
か
ら
皮
膚
病
と
腎
炎
に
か
か
り
晩
年
ま
で
闘
病
生
活
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

こ
う
い
っ
た
経
歴
か
ら
、
食
の
大
切
さ
や
食
が
人
に
及
ぼ

す
影
響
の
大
き
さ
を
深
く
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

も
う
一
人
の
先
人
は
、
明
治
時
代
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作

家
・
村
井
弦げ

ん
斎さ

い
で
す
。

村
井
弦
斎
が
書
い
た
『
食し

ょ
く

道ど
う

楽ら
く

』（
明
治
三
六
年
初
版
）

の
中
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。

「
智
育
と
体
育
と
徳
育
の
三
つ
は
蛋た

ん
白ぱ

く
質し

つ
と
脂し

肪ぼ
う

と
澱で

ん
粉ぷ

ん
の

よ
う
に
程
や
加
減
を
測
っ
て
配
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
し

か
し
先
ず
智
育
よ
り
も
体
育
よ
り
も
一
番
大
切
な
食
育
の
事

を
研
究
し
な
い
の
は
迂う

闊か
つ

の
至
り
だ
」

智
育
よ
り
も
体
育
よ
り
も
『
食
育
』
が
大
切
で
は
な
い
か

と
説
く
こ
の
言
葉
に
は
、
現
代
に
も
通
じ
る
説
得
力
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

具
体
的
な
考
え
方
と
し
て
、
次
の
記
述
も
あ
り
ま
す
。

「
体
格
を
善
く
し
た
け
れ
ば
筋
骨
を
養
う
よ
う
な
食
物
を
与

え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
脳
髄
を
発
達
さ
せ
た
け
れ
ば
脳
の
栄

養
分
と
な
る
べ
き
食
物
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
体
育
の

根
源
も
食
物
に
あ
る
し
、
智
育
の
根
源
も
食
物
に
あ
る
。
し

て
み
る
と
体
育
よ
り
も
智
育
よ
り
も
食
育
が
大
切
で
は
な
い

か
」こ

の
大
意
は
、「
体
格
を
よ
く
し
た
け
れ
ば
筋
肉
や
骨
格

の
発
達
に
資
す
る
食
べ
物
を
食
べ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、

脳
を
よ
く
し
た
け
れ
ば
脳
の
栄
養
分
と
な
る
食
べ
物
を
食
べ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
体
格
を
育
む
体
育
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や
脳
を
良
く
す
る
智
育
よ
り
も
、
食
育
が
大
切
な
の
だ
」
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
脳
や
体
格
が
良
く
な
る
食
事
っ
て
、
ど
ん
な

食
事
な
の
で
し
ょ
う
か
。『
食
道
楽
』
で
は
あ
ま
り
具
体
的

な
こ
と
は
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、「
こ
れ
を
食
べ
れ
ば

か
け
っ
こ
が
一
番
に
な
る
」、「
こ
れ
を
食
べ
れ
ば
テ
ス
ト
で

一
〇
〇
点
と
れ

る
」
な
ん
て
食
事

メ
ニ
ュ
ー
が
あ
れ

ば
い
い
の
に
と
、

勝
手
に
想
像
を
働

か
せ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

『
食
道
楽
』
は
、

当
時
一
〇
万
部
を

こ
え
る
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
で
し
た
。
村

井
弦
斎
は
そ
の
印
税
で
神
奈
川
県
平
塚
市
に
一
万
六
千
坪
ほ

ど
の
広
大
な
土
地
を
購
入
し
、
敷
地
内
に
野
菜
園
、
果
樹
園
、

温
室
、
鶏
舎
、
畜
舎
を
設
け
て
、
そ
こ
で
と
れ
る
食
材
を
活

用
し
た
「
食
育
」
を
文
字
通
り
実
践
し
た
と
い
い
ま
す
。

『
食
道
楽
』
は
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
の
四
巻
が
あ
り
、「
食

育
論
」
な
ど
「
食
」
に
関
す
る
啓
蒙
も
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、

食
物
の
選
び
方
、
料
理
や
食
事
法
な
ど
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

主
人
公
で
あ
る
三
〇
代
の
書
生
・
大
原
と
友
人
の
妹
・
お
登

和
さ
ん
の
、
ほ
の
か
な
恋
愛
小
説
と
し
て
も
面
白
く
読
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。

実
は
、
こ
の
小
説
の
中
に
は
、
紀
の
川
市
の
食
材
に
つ
い

て
記
述
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。

夏
の
巻
第
百
三
十
二
「
五ご

目も
く
鮨ず

し
」
の
中
で
す
。

美
味
し
い
五
目
鮨
を
つ
く
る
た
め
の
酢
の
使
い
方
に
つ
い

て
、
大
原
と
友
人
小
山
の
妻
君
の
間
で
、
議
論
が
は
じ
ま
り

ま
す
。

『食道楽』春・夏・秋・冬の巻
「食育」の先がけとなった明治期のベストセラー『食道楽』。
現代にも通用する栄養論・レシピ満載です。
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大
原
「
よ
く
こ
ん
な
に
酢
が
利
き
ま
す
ね
。
家
で
は
ぶ
ち

ま
け
る
ほ
ど
酢
を
入
れ
ま
し
た
が
ち
っ
と
も
利
き
ま
せ
ん
。

も
っ
と
も
冷
え
た
飯
へ
か
け
た
の
で
す
け
れ
ど
も
」

妻
君
「
そ
れ
だ
か
ら
い
け
ま
せ
ん
。
お
鮨
は
炊た

き
立
て
の

熱
い
御
飯
へ
酢
と
塩
と
ご
く
少
々
の
お
砂
糖
を
ま
ぜ
て
振
り

か
け
て
う
ち
わ
で
あ
お
ぎ
な
が
ら
か
き
ま
ぜ
な
け
れ
ば
美
味

し
く
な
り
ま
せ
ん
。」

大
原
「
オ
ヤ
塩
が
は
い
る
の
で
す
か
。」

妻
君
「
ハ
イ
、
塩
が
入
ら
な
け
れ
ば
酢
が
利
き
ま
せ
ん
。

最
初
酢
の
中
へ
塩
を
ま
ぜ
て
お
き
ま
す
。
酢
も
尾び

州し
ゅ
う

の
山や

ま
吹ぶ

き

酢す

か
紀
州
の
粉
河
酢
が
い
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
酢
だ
と
お

砂
糖
を
ま
ぜ
な
い
で
も
充
分
甘
み
が
あ
り
ま
す
。」

粉
河
酢
は
、
紀
州
米
な
ど
を
原
料
と
す
る
米よ

ね
酢ず

で
し
た
。

平
安
時
代
、
花か

山ざ
ん

法
王
が
粉
河
の
地
に
立
ち
寄
っ
た
際
に
、

粉
河
寺
観
音
に
供
え
る
水
で
酢
を
造
れ
ば
こ
と
に
優
れ
た
酢

が
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
製
法
を
伝
授
し
た
と
い

う
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
全
国
ブ
ラ
ン
ド
に
な
っ
て
い
て
、
紀
州
徳

川
家
の
御
用
酢
と
し
て
和
歌
山
城
は
も
と
よ
り
、
江
戸
の
御

台
所
に
も
献
上
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
現

在
、
粉
河
酢
の
ブ
ラ
ン
ド
は
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

明
治
三
〇
年
代
に
い
た
っ
て
も
、ベ
ス
ト
セ
ラ
ー『
食
道
楽
』

に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
ほ
ど
の
ブ
ラ
ン
ド
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

一
方
の
「
尾
州
の
山
吹
酢
」
は
、
酒さ

け

粕か
す

を
原
料
と
し
た

粕か
す

酢ず

で
し
た
。
江
戸
の
寿
司
に
使
わ
れ
る
こ
と
で
江
戸
時

代
、
人
気
を
博
し

ま
し
た
。
ご
飯
に

ま
ぜ
る
と
山
吹
色

に
な
っ
た
こ
と
か

ら
こ
の
名
前
が
つ

い
た
そ
う
で
す
。

尾
州
の
山
吹
酢
は
、

現
在
、
愛
知
県
半

粉河酢の看板
「粉河酢」は、江戸時代全国ブランドでした。
残念なことに、紀の川市にその伝統は受け
継がれていません。	　（出典：「粉河町史」）
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田
市
に
本
社
の
あ
る
ミ
ツ
カ
ン
グ
ル
ー
プ
に
そ
の
伝
統
が
受

け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

（
三
）
地
産
地
消
の
推
進

地
産
地
消
は
、
も
と
も
と
、
地
域
で
生
産
さ
れ
た
も
の
を

そ
の
地
域
で
消
費
す
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。

最
近
、こ
れ
に
加
え
て
、農
業
者
と
消
費
者
が
「
顔
が
見
え
、

話
が
で
き
る
」
関
係
を
構
築
し
て
、
地
域
の
農
産
物
や
食
品

を
消
費
者
が
購
入
す
る
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
地
域

の
農
業
と
関
連
産
業
の
活
性
化
を
図
る
取
組
も
指
す
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。

地
産
地
消
の
例
と
し
て
、
地
場
農
産
物
に
つ
い
て
、
農
産

物
直
売
所
で
の
直
接
販
売
、
学
校
給
食
等
で
の
利
用
、
加
工

品
の
開
発
な
ど
を
行
う
こ
と
や
、
地
域
の
消
費
者
と
の
交

流・農
業
体
験
活
動
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
も
、「
顔
が
見
え
、
話
が
で
き
る
」
関
係
が
構
築
さ

れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
広
義
の
地
産
地
消
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

地
産
地
消
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
費
者
の
「
地

域
」
や
「
農
」
に
関
す
る
関
心
が
高
ま
り
ま
す
。
そ
れ
が
地

場
農
産
物
の
消
費
を
拡
大
し
て
、
地
域
の
農
業
を
応
援
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
高
齢
化
す
る
農
家
の
意
欲
を
高
め
、
農

地
の
荒
廃
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

何
よ
り
も
、
地
元
の
産
品
を
地
元
で
消
費
す
る
わ
け
で
す

か
ら
輸
送
コ
ス
ト
が
大
幅
に
軽
減
で
き
、
地
球
環
境
に
も
優

し
い
で
す
よ
ね
。

地
産
地
消
は
、
食
育
と
比
べ
て
用
語
と
し
て
使
わ
れ
だ
し

た
歴
史
は
新
し
く
、
昭
和
五
〇
年
代
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。明

治
時
代
、
先
に
ご
紹
介
し
た
石
塚
左
玄
が
主
催
す
る
食

養
会
が
「
身し

ん
土ど

不ふ

二じ

」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
地
域
で
と
れ
た
も
の
を
地
域
で
食
べ
る
の
が
一
番

健
康
に
よ
い
と
い
う
思
想
で
す
。
こ
の
「
身
土
不
二
」
が
地

産
地
消
の
先
駆
け
と
な
っ
た
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
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◆
紀
の
川
市
の
地
産
地
消

紀
の
川
市
は
農
業
を
基
幹
産
業
と
す
る
市
で
す
の
で
、
地

産
地
消
の
「
産
」
が
身
近
に
存
在
す
る
と
い
う
意
味
で
地
産

地
消
を
推
進
す
る
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

紀
の
川
市
で
は
、
地
産
地
消
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
う
ち
三
つ
の
取
組
を
紹
介
し
ま
す
。

一
つ
目
は
Ｊ
Ａ
紀
の
里
め
っ
け
も
ん
広
場
で
す
。

平
成
二
一
年
度
の
年
間
売
り
上
げ
二
七
億
円
は
、
野
菜
・

果
物
中
心
の
直
売
所
と
し
て
は
全
国
一
位
で
、
他
の
追
随
を

許
し
ま
せ
ん
。
平
成
一
二
年
の
営
業
開
始
以
来
、
販
売
額
を

伸
ば
し
続
け
て
い
る
の
は
「
素
晴
ら
し
い
」
の
一
言
で
す
。

め
っ
け
も
ん
広
場
は
、
高
齢
・
女
性
農
業
者
を
中
心
に
一
，

六
〇
〇
人
の
出
荷
者
が
あ
り
年
間
八
〇
万
人
の
集
客
数
を
誇

り
ま
す
。
め
っ
け
も
ん
広
場
が
こ
の
よ
う
に
成
功
し
た
の
は
、

大
阪
と
い
う
巨
大
消
費
地
に
近
い
こ
と
や
野
菜
、
果
物
な
ど

通
年
で
品
揃
え
を
用
意
で
き
る
こ
と
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
何
よ
り
も
高
齢
者
や
女
性
生
産
者
が
頑
張
っ
た

こ
と
が
、
め
っ
け
も
ん
広
場
が
こ
こ
ま
で
伸
び
た
要
因
だ
と

思
い
ま
す
。

ＪＡ紀の里「めっけもん広場」
「めっけもん広場」が日本一の直売所になったのは、女性や高齢者をはじめとし
た生産者の頑張りがあったからだと思います。
定休日：火曜日、問い合わせ：0736-78-3715
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め
っ
け
も
ん
広
場
で
は
、

①
小
規
模
農
家
で
も
無
理
な
く
生
産
・
出
荷
で
き
る

②
農
家
が
自
分
で
価
格
設
定
が
で
き
る

③
流
通
コ
ス
ト
が
節
約
で
き
る
た
め
、
新
鮮
な
農
産
物
を
割

安
に
価
格
設
定
で
き
る

と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
農
家
の

や
る
気
を
最
大
限
に
引
き
出
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

め
っ
け
も
ん
広
場
で
は
平
成
二
一
年
度
か
ら
軽
食
の
と
れ

る
「
イ
ー
ト
イ
ン
」
を
開
店
し
ま
し
た
。
地
場
農
産
物
に
こ

だ
わ
っ
て
、
お
に
ぎ
り
、
ス
ー
プ
、
ジ
ェ
ラ
ー
ト
な
ど
を
販

売
し
て
い
ま
す
。「
楽
農
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
」
と
い
う
研
修
施

設
も
設
置
し
て
食
育
講
座
を
定
期
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
め
っ
け
も
ん
広
場
で
は
毎
月
一
九
日
を
「
食
育
の

日
」
と
定
め
近
畿
農
政
局
と
連
携
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

二
つ
目
が
食
育
の
拠
点
・
青
洲
の
里
で
す
。

青
洲
の
里
は
、
医
聖
・
華
岡
青
洲
の
顕
彰
施
設
と
し
て
設

立
さ
れ
ま
し
た
が
、
地
場
農
産
物
を
つ
か
っ
た
米
粉
パ
ン
や

健
康
バ
イ
キ
ン
グ
の
提
供
に
よ
り
、「
食
育
の
拠
点
」
と
し

て
位
置
づ
け
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

米
粉
パ
ン
は
、
め
っ
け
も
ん
広
場
で
製
粉
さ
れ
た
紀
の
川

市
産
米
を
原
料
に
し
た
米
粉
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
も
っ
ち

り
感
が
あ
り
と
て
も
美
味
し
い
と
評
判
で
す
。

健
康
バ
イ
キ
ン
グ
は
、
平
成
一
九
年
三
月
か
ら
青
洲
の
里

青洲の里健康バイキング
青洲の里の健康バイキングは、地場農産物を中心
としたヘルシーなメニューで人気を博しています。
定休日：火曜日、問い合わせ：0736-75-6008	
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の
レ
ス
ト
ラ
ン
華

で
提
供
し
て
い
ま

す
。
地
場
産
の
野

菜
や
果
物
を
ベ
ー

ス
と
し
た
ヘ
ル

シ
ー
な
メ
ニ
ュ
ー

の
バ
イ
キ
ン
グ
で
、

マ
ス
コ
ミ
に
も
何

度
も
取
り
上
げ
ら
れ
大
変
な
人
気
を
博
し
て
い
ま
す
。

地
方
の
元
気
再
生
事
業
の
一
環
と
し
て
、「
米
粉
創
作
料

理
コ
ン
テ
ス
ト
」
を
行
っ
た
成
果
を
活
か
し
て
、
米
粉
を
素

材
と
し
た
メ
ニ
ュ
ー
も
出
品
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
一

度
お
い
で
く
だ
さ
い
。

三
つ
目
が
、
市
内
の
小
中
学
校
の
学
校
給
食
に
お
け
る
地

場
農
産
物
の
活
用
で
す
。

紀
の
川
市
で
は
、
学
校
給
食
で
地
場
農
産
物
を
使
っ
た
メ

ニ
ュ
ー
を
積
極
的

に
取
り
入
れ
て
い

ま
す
。
学
校
ご
と

に
設
置
さ
れ
た
学

校
農
園
で
農
業
体

験
を
行
う
だ
け
で

な
く
、
農
家
自
身

に
教
師
に
な
っ
て

も
ら
い
、「
農
」
や
「
命
」
の
大
切
さ
を
学
ぶ
取
組
を
行
っ

て
い
ま
す
。

韓
国
の
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
な
ど
、

紀
の
川
市
の
学
校
給
食
の
取
組
は
内
外
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
四
）
食
料
自
給
率
の
低
下

そ
れ
で
は
、
今
、
な
ぜ
食
育
や
地
産
地
消
に
取
り
組
ん
で

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
要

因
に
食
料
自
給
率
の
低
下
が
あ
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
と
一
緒

青洲の里の「大賀ハス」
青洲の里には、美浜町から分根していただい
た「大賀ハス」の池があります。7月上旬～
8月中旬に、見事な花が咲きます。

学校給食における地場農産物の活用
「すがたをかえる大豆」の学習の一環として、
石臼をつかって「きな粉」を挽く体験授業を
しました。
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に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

食
べ
物
が
自
分
の
国
で
ど
れ
く
ら
い
作
ら
れ
て
い
る
か
を

表
す
数
字
を
食
料
自
給
率
と
い
い
ま
す
。
日
本
の
食
料
自
給

率
が
、
諸
外
国
に
比
べ
て
、
大
変
低
い
こ
と
を
ご
存
じ
で
す

か
？日

本
の
食
料
自
給
率
は
、
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
で
み
る
と
平

成
二
一
年
度
で
四
〇
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ア
メ

リ
カ
の
一
二
四
％
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
一
一
％
、
ド
イ
ツ
の

八
〇
％
、
英
国
の
六
五
％
（
平
成
一
九
年
）
等
と
比
べ
て
先

進
国
の
中
で
最
低
の
水
準
で
す
。

ま
た
、
近
年
、
日
本
の
自
給
率
が
低
下
傾
向
に
あ
る
こ
と

も
問
題
で
す
。
昭
和
四
〇
年
に
は
七
三
％
だ
っ
た
の
が
、
昭

和
五
五
年
に
は
五
三
％
、
平
成
一
八
年
に
は
三
九
％
ま
で
落

ち
込
み
ま
し
た
。
一
方
で
、
先
進
国
の
中
で
も
英
国
は
自
給

率
を
昭
和
四
〇
年
の
四
五
％
か
ら
平
成
一
八
年
は
六
九
％
ま

で
伸
ば
し
て
き
て
い
ま
す
。

食料自給率の推移（カロリーベース）
日本の食料自給率の低下は、生産と消費両方に原因があります。　　　資料：食料自給率レポート（H18）

73％（昭和 40 年）→ 53％（昭和 55 年）→ 39％（平成18 年）
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で
は
、
な
ぜ
、
日
本
の
食
料
自
給
率
は
こ
の
よ
う
に
低
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
食
料
自
給

率
は
、「
国
民
一
人
へ
の
一
日
当

た
り
の
国
産
供
給
カ
ロ
リ
ー
」

（
分
子
九
六
四
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
）

を
「
国
民
一
人
へ
の
一
日
当
た
り

の
総
供
給
カ
ロ
リ
ー
」（
分
母
二
，

四
三
六
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
）
で
割
っ

て
得
ら
れ
る
比
率
で
す
（
平
成

二
一
年
）。

日
本
の
食
料
自
給
率
が
下
が
っ

た
の
は
、
こ
の
分
子
・
分
母
の
双

方
に
原
因
が
あ
り
ま
す
。

分
子
で
あ
る
「
国
民
一
人
へ
の

一
日
当
た
り
の
国
産
供
給
カ
ロ

リ
ー
」
に
つ
い
て
は
、

①
担
い
手
の
不
足
や
海
外
農
産
物
と
の
価
格
競
争
な
ど
か
ら

農
業
の
生
産
が
落
ち
込
ん
だ
こ
と

②
日
本
人
の
食
生
活
の
変
化
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
こ
と

が
主
な
原
因
で
、
減
少
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

分
母
で
あ
る
「
国
民
一
人
へ
の
一
日
当
た
り
の
総
供
給
カ

ロ
リ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
食
生
活
の
変
化
に
よ
り
劇
的
に
変

わ
り
ま
し
た
。

高
度
成
長
が
軌
道
に
の
っ
た
昭
和
四
〇
年
と
の
対
比
で
、

一
人
当
た
り
の
消
費
量
は
肉
類
で
三・
一
倍
、
牛
乳
・
乳
製

品
で
二・三
倍
、
油
脂
類
で
二・一
倍
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一

方
で
、
お
米
の
消
費
は
五
割
も
減
少
し
て
い
ま
す
（
平
成

二
一
年
度
食
料
需
給
表
よ
り
試
算
）。

日
本
の
畜
産
は
、
大
面
積
を
必
要
と
す
る
飼
料
生
産
の
多

く
を
海
外
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
油
脂
類
も
大
半
は
輸
入
大

豆
を
原
料
と
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
消
費
の
減
っ
た
お
米
は
自
給
が
可
能
な
の
で
す
。

カロリーベース食料自給率の計算は、緻密な作業を経て行われています。

国民 1人への 1日当たりの国産供給カロリー（964Kcal）
＝ 40％

国民 1人への 1日当たりの総供給カロリー（2,436kcal）

カロリーベース食料自給率の計算方法（H21）
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日
本
の
農
業
が
輸
入
農
産
物
と
の
価
格
競
争
な
ど
に
よ
っ

て
元
気
を
な
く
す
一
方
、
日
本
人
が
お
米
を
基
本
と
す
る
質

素
な
食
生
活
か
ら
、
肉
類
や
乳
製
品
を
ふ
ん
だ
ん
に
摂
取
す

る
豊
か
な
食
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
食
料
自

給
率
の
低
下
を
ま
ね
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

◆
自
給
率
の
低
下
は
な
ぜ
問
題
な
の
か

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
食
料
自
給
率
が
低
い
ま
ま
だ
と
問
題

な
の
で
し
ょ
う
か
。
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
一
つ
目
が
、
農
産
物
な
ど
の
供
給
の
問
題
で
す
。

食
料
自
給
率
が
約
四
割
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
る
と

食
料
を
外
国
に
依
存
し
て
い
る
率
が
約
六
割
あ
る
と
い
う
こ

と
に
も
な
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
農
業
経
済
学
の
専
門
家

ジ
ェ
ー
ム
ス
・
Ｒ
・
シ
ン
プ
ソ
ン
氏
（
フ
ロ
リ
ダ
大
学
名
誉

教
授
）
は
、
そ
の
著
『
こ
れ
で
い
い
の
か
日
本
の
食
料
』
の

中
で
、
こ
の
状
態
を
「
食
料
依
存
率
」
と
い
う
表
現
を
用
い

て
、
こ
の
ま
ま
で
は
日
本
は
真
の
独
立
国
た
り
得
な
い
の
で

は
な
い
か
と
警
告
を
発
し
て
い
ま
す
。

い
っ
た
ん
食
料
危
機
と
な
る
と
、
ま
ず
自
国
の
食
料
の
確

保
を
優
先
す
る
の
は
当
然
の
話
で
す
。
食
料
を
過
度
に
外
国

に
頼
る
こ
と
は
、
国
民
が
最
低
限
度
必
要
と
す
る
食
料
の
供

給
の
確
保
を
図
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
絶
対
に
避
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

日
本
の
食
料
自
給
率
を
一
〇
〇
％
と
す
る
こ
と
は
現
実
的

で
は
な
い
に
し
て
も
、
少
し
で
も
自
給
率
を
高
め
て
い
く
努

力
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
国
内
で
の
食
料
生
産
を
通
じ
て
、
日
本
の
農
村
風

景
や
環
境
を
守
っ
て
い
る
面
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

美
し
い
棚
田
の
風
景
を
都
会
の
人
が
楽
し
め
る
の
も
、
そ

こ
で
お
米
が
作
ら
れ
る
と
い
う
行
為
が
な
け
れ
ば
成
り
立
ち

ま
せ
ん
。
水
田
や
た
め
池
に
生
息
す
る
多
様
な
生
物
も
、
そ

こ
で
農
業
が
営
ま
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
存
在
し
う
る
の
で
す
。
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二
つ
目
が
、
日
本
人
の
食
生
活
の
改
善
と
い
う
面
か
ら
で

す
。日

本
人
は
、
お
米
を
食
べ
な
く
な
っ
た
一
方
、
肉
類
や
油

脂
類
な
ど
自
給
が
難
し
い
食
料
を
多
く
と
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
ま
た
、
カ
ッ
プ
め
ん
や
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
な
ど
手

軽
に
食
べ
る
こ
と
の
で
き
る
食
事
を
多
用
す
る
食
生
活
を
送

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
人
の
食
事
は
、
昭
和
五
〇
年
代
、
ご
は
ん
を
中
心
に

野
菜
や
魚
介
類
な
ど
様
々
な
食
品
を
組
み
合
わ
せ
て
栄
養
バ

ラ
ン
ス
が
と
れ
た
「
日
本
型
食
生
活
」
と
し
て
、
世
界
で
賞

賛
さ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
平
成
の
時
代
に
な
る
と
、
タ
ン
パ
ク
質
や
炭

水
化
物
の
摂
取
量
が
減
る
一
方
、
脂
質
の
摂
取
量
が
大
き
く

な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
肥
満
、
動
脈
硬
化
、
高
血
圧
、

高
脂
血
症
、
糖
尿
病
な
ど
生
活
習
慣
病
と
い
わ
れ
る
病
気
に

か
か
る
人
が
多
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

グ
ラ
フ
で
示
し
た
の
は
、
昭
和
五
五
年
と
平
成
一
七
年
の

肥
満
人
口
割
合
の
比
較
で
す
。
全
年
代
に
わ
た
っ
て
、
肥
満

人
口
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

お
米
を
は
じ
め
と
し
た
国
産
の
食
材
を
用
い
て
バ
ラ
ン
ス

の
よ
い
食
生
活
を
取
り
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
健
康
で
長
生

き
で
き
、
医
療
費
も
あ
ま
り
か
か
ら
な
い
社
会
を
形
成
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
食
の
安
全
・
安
心
の
観
点
か
ら

※肥満者を BMI25 以上の男性とした場合。
資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」

この30 年間に、全年代にわたって肥満人口が増えているのが
分かります。

20 ～ 70代の年代別肥満人口の割合
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も
、
国
産
の
食
材
を
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

食
料
自
給
率
は
、
こ
の
よ
う
に
農
産
物
の
供
給
と
食
生
活

の
両
面
か
ら
、
こ
れ
以
上
の
低
下
は
食
い
止
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

よ
り
詳
し
い
情
報
に
つ
い
て
は
、
末
松
広
行
さ
ん
の
「
食

料
自
給
率
の
『
な
ぜ
？
』
〜
ど
う
し
て
低
い
と
い
け
な
い
の

か
？
〜
」
を
読
ま
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

な
お
、
食
品
を
買
い
す
ぎ
て
腐
ら
せ
て
し
ま
っ
た
り
、
作

り
す
ぎ
て
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
り
し
て
廃
棄
す
る
「
食
品

ロ
ス
」
も
大
き
な
問
題
で
す
。
平
成
二
一
年
の
農
水
省
調

査
で
は
、
世
帯
の
食
品
ロ
ス
率
は
三・
七
％
、
宿
泊
施
設

の
食
べ
残
し
量
の
割
合
は
一
四・
八
％
、
結
婚
披
露
宴
で
は

一
三・
七
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
食
料
を
外
国
に
頼
っ
て
い

る
一
方
で
食
物
を
粗
末
に
す
る
行
為
は
慎
む
べ
き
で
し
ょ
う
。

◆
地
域
別
の
食
料
自
給
率

都
道
府
県
別
の
食
料
自
給
率
も
、
毎
年
、
農
林
水
産
省
に

よ
り
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
新
の
デ
ー
タ
は
、
平
成
二
〇

年
度
概
算
値
で
す
。

で
は
、
問
題
で
す
。

カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
食
料
自
給
率
一
％
の
都
道
府
県
は
ど

こ
で
し
ょ
う
か
？

答
え
は
、
東
京
都
で
す
。

私
た
ち
の
国
の
首
都
が
い
か
に
脆ぜ

い
弱じ

ゃ
く

な
食
料
基
盤
の
上
で

成
り
立
っ
て
い
る
か
が
分
か
り
ま
す
。
二
％
の
大
阪
府
や

三
％
の
神
奈
川
県
も
、
も
し
仮
に
農
村
部
や
外
国
か
ら
の
食

料
供
給
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
大
問
題
に
な
る
で

し
ょ
う
。

一
方
、
北
海
道
は
二
一
一
％
と
他
の
都
道
府
県
か
ら
み
て

突
出
し
た
数
字
と
な
っ
て
い
ま
す
。
食
料
基
盤
と
し
て
の
北

海
道
の
重
要
性
が
分
か
り
ま
す
。
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そ
れ
で
は
、
我
が
和
歌
山
県
の
数
値
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

答
え
は
三
二
％
。

お
隣
の
大
阪
の
二
％
か
ら
比
べ
れ
ば
頑
張
っ
て
い
る
と
言

え
ま
す
が
、
山
が
ち
で
平
野
部
が
少
な
い
我
が
県
で
す
の
で
、

国
よ
り
も
低
い
水
準
に
な
る
の
は
仕
方
が
な
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

実
は
、
市
町
村
別
で
も
食
料
自
給
率
が
算
定
さ
れ
て
い
ま

す
。紀

の
川
市
の
食
料
自
給
率
は
、
六
五
％
と
い
う
こ
と
で
す

（
平
成
一
八
年
度
概
算
値
）。

紀
の
川
市
は
和
歌
山
県
下
一
位
の
農
業
生
産
市
で
、
こ
の

よ
う
な
高
い
数
字
が
で
て
い
ま
す
が
、
今
後
、
こ
の
紀
の
川

市
の
食
料
自
給
率
を
高
め
て
い
く
努
力
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

◆
金
額
ベ
ー
ス
の
食
料
自
給
率

食
料
自
給
率
が
四
〇
％
と
い
っ
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
な
。

毎
日
、
ス
ー
パ
ー
で
買
い
物
を
し
て
い
る
け
ど
、
国
産
の
野

菜
や
果
物
の
ほ
う
が
目
に
つ
く
も
の
…
…
と
考
え
る
方
も
お

ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
し
か
に
、
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
だ
け
で
食
料
自
給
率
を
考

え
た
場
合
、
野
菜
や
果
物
な
ど
の
カ
ロ
リ
ー
は
低
い
の
で
、

ス
ー
パ
ー
で
の
値
札
と
の
実
感
か
ら
み
て
少
し
違
和
感
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

一
方
、
野
菜
や
果
物
も
、
私
た
ち
の
食
生
活
に
欠
か
せ
な

い
栄
養
素
を
供
給
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー

ス
だ
け
の
議
論
で
は
不
公
平
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（H20概算値。紀の川市はH18概算値。）
資料：HP「食料自給率の部屋」他

地域別カロリーベース
食料自給率

北海道 211%

東京都 1%

神奈川県 3%

大阪府 2%

和歌山県 32%

紀の川市 65%
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こ
う
い
っ
た
問
題
を
補
正
す
る
た
め
、
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス

の
自
給
率
と
あ
わ
せ
て
金
額
ベ
ー
ス
の
自
給
率
も
公
表
さ
れ

て
い
ま
す
。

平
成
二
一
年
度
の
金
額
ベ
ー
ス
の
食
料
自
給
率
は
七
〇
％

で
す
。
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
四
〇
％
か
ら
見
れ
ば
高
い
水
準

を
維
持
し
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
が
、
昭
和
四
〇
年
に
は
金

額
ベ
ー
ス
で
八
六
％
の
自
給
率
が
あ
り
、
こ
ち
ら
も
年
々
減

少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
と
金
額
ベ
ー
ス
の
内
訳
を
比
較
し
て
み

る
と
分
か
る
の
で
す
が
、
金
額
ベ
ー
ス
で
は
野
菜
や
果
物
の

占
め
る
割
合
が
大
き
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ス
ー
パ
ー
な

ど
で
野
菜
や
果
物
を
買
う
場
合
の
実
感
と
イ
メ
ー
ジ
が
あ
う

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
実
は
、食
料
自
給
率
の
計
算
方
法
は
、カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス・

金
額
ベ
ー
ス
以
外
に
も
、
重
量
ベ
ー
ス
と
し
て
「
穀
物
自
給

率
」
と
「
品
目
別
自
給
率
」
が
あ
り
ま
す
。

日
本
の
平
成
一
九
年
度
の
穀
物
自
給
率
は
二
八
％
で
す
。

こ
れ
は
、
世
界
一
七
七
の
国
・
地
域
中
一
二
四
番
目
、
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
加
盟
三
〇
カ
国
中
二
七
番
目
と
低
い
数
字
で
す
。

品
目
別
自
給
率
は
、
穀
物
、
い
も
類
な
ど
品
目
別
に
国
内

消
費
量
に
対
す
る
国
内
生
産
量
の
重
量
の
割
合
を
出
し
た
も

の
で
す
。

自
給
率
は
、
何
に
着
目
す
る
か
に
よ
っ
て
、
色
々
な
数
値

が
あ
る
の
で
す
。

で
は
、
な
ぜ
、
日
本
で
は
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
食
料
自
給

率
を
基
本
に
考
え
る
の
が
一
般
的
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

は
、
日
本
の
食
料
安
全
保
障
を
考
え
た
場
合
、
い
ざ
と
い
う

と
き
に
体
力
や
生
命
を
維
持
す
る
と
い
う
も
っ
と
も
基
本
的

な
こ
と
に
直
結
し
て
い
る
の
が
、
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
自
給

率
だ
か
ら
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
自
給
率
も
万
能
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
農
業
機
械
を
動
か
す
た
め
に
必
要
な
石
油
や
肥

料
の
輸
入
分
が
勘
案
さ
れ
て
お
ら
ず
、
も
し
石
油
や
肥
料
の
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輸
入
が
停
止
さ
れ
た
ら
、日
本
の
農
業
へ
の
打
撃
は
深
刻
で
す
。

自
給
率
は
用
途
に
よ
っ
て
使
い
分
け
て
い
く
考
え
を
も
つ

こ
と
が
大
切
で
す
。

　◆
食
料
自
給
率
ス
ポ
ッ
ト
ア
ク
シ
ョ
ン　
in　
紀
の
川
市

「『
食
料
自
給
率
』
っ
て
も
う
ち
ょ
っ
と
気
に
し
て
み
て
も

え
え
ん
と
ち
ゃ
う
？
」　

紀
の
川
市
の
方
で
あ
れ
ば
、
ご
飯
を
お
い
し
そ
う
に
食
べ

る
女
の
子
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
た
こ
の
ポ
ス
タ
ー
を
見
か
け

た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

平
成
一
九
年
秋
、
近
畿
農
政
局
和
歌
山
農
政
事
務
所
か
ら

企
画
を
も
ち
か
け
ら
れ
、
紀
の
川
市
内
に
お
い
て
食
料
自
給

率
向
上
を
呼
び
か
け
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
、
国
・
県
・
市
・

Ｊ
Ａ
な
ど
関
係
者
が
協
力
し
て
実
施
し
ま
し
た
。

「
や
っ
て
み
よ
ら
よ　
で
き
る
こ
と
か
ら
」
と
い
う
和
歌

山
弁
の
呼
び
か
け
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
な
標
語
で
自
給
率

問
題
を
啓
発
し
ま
し
た
。

・
毎
日
の
食
事
も
っ
と
気
に
し
て
自
給
率

・
意
識
し
て
外
食
・
中
食
そ
れ
国
産
？

・
食
卓
に
地
場
産
野
菜
を
ひ
と
つ
で
も

・
デ
ザ
ー
ト
に
旬
の
地
場
産
く
だ
も
の
を

・
お
米
は
国
産
！　
し
っ
か
り
食
べ
よ
う

食料自給率スポットアクション in 紀の川市ポスター
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め
っ
け
も
ん
広
場
や
青
洲
の
里
そ
の
他
の
市
内
の
施
設
で

ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
て
、
集
中
的

な
広
報
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
。

一
一
月
の
産
業
ま
つ
り
で
は
、
食
育
の
専
門
家
の
講
演
会

も
企
画
し
、紀
の
川
市
民
が
、身
近
な
「
食
」
に
関
心
を
も
っ

て
も
ら
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

和
歌
山
農
政
事
務
所
の
担
当
者
に
よ
る
と
、
紀
の
川
市
は

県
下
一
位
の
農
業
生
産
市
で
あ
る
と
と
も
に
大
阪
や
和
歌
山

市
に
も
近
い
消
費
地
と
し
て
の
性
格
も
あ
り
、
ス
ポ
ッ
ト
的

に
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
す
る
の
に
ち
ょ
う
ど
よ
か
っ
た
と

の
こ
と
で
し
た
。

ラ
ジ
オ
や
新
聞
で
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
広
報

の
面
で
も
成
果
を
あ
げ
ま
し
た
し
、
何
よ
り
も
紀
の
川
市
民

に
食
料
自
給
率
に
つ
い
て
意
識
し
て
も
ら
え
る
機
会
と
な
っ

た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
「
食
育
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
進
め
て

い
く
上
で
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
五
）
食
生
活
の
乱
れ

日
本
人
の
食
生
活
は
、
近
年
、
栄
養
の
偏
り
、
不
規
則
な

食
事
、
肥
満
や
生
活
習
慣
病
の
増
加
な
ど
の
問
題
が
で
て
き

て
い
ま
す
。

も
と
も
と
、
ご
は
ん
と
味
噌
汁
を
基
調
と
し
て
適
度
の
肉

と
油
脂
類
が
加
わ
っ
た
高
度
成
長
期
の
日
本
人
の
食
生
活
は
、

「
日
本
型
食
生
活
」
と
し
て
、
世
界
的
に
も
栄
養
面
で
理
想

に
近
い
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

食
事
の
摂
取
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
構
成
す
る
三
つ
の
栄
養
素
と

し
て
、た
ん
ぱ
く
質（
Ｐ
）と
脂
質（
Ｆ
）と
炭
水
化
物（
Ｃ
）

が
あ
り
、
こ
の
三
つ
の
要
素
の
構
成
比
を
Ｐ
Ｆ
Ｃ
バ
ラ
ン
ス

と
い
い
ま
す
。

今
か
ら
三
〇
年
ほ
ど
前
、
ア
メ
リ
カ
上
院
で
特
別
委
員
会

を
設
置
し
て
「
ア
メ
リ
カ
の
食
事
目
標
」
に
つ
い
て
の
報
告

書
「
マ
ク
ガ
バ
ン
レ
ポ
ー
ト
」
が
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ

の
レ
ポ
ー
ト
の
中
で
、
日
本
人
の
食
生
活
が
、
バ
ラ
ン
ス
の
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良
い
健
康
的
な

食
生
活
で
あ
る

「
日
本
型
食
生

活
」
と
し
て
賞

賛
さ
れ
た
の
で

す
。昭

和
五
五
年

当
時
の
日
本
の

Ｐ
Ｆ
Ｃ
バ
ラ
ン

ス
は
、
理
想
と

さ
れ
る
13
：

27
：
60
に
極
め

て
近
い
も
の
で

し
た
。

と
こ
ろ
が
、

昭
和
五
〇
年
代

に
理
想
に
近

か
っ
た
Ｐ
Ｆ
Ｃ
バ
ラ
ン
ス
が
、
平
成
の
時
代
に
入
る
と
、
脂

質
が
増
え
る
一
方
、
炭
水
化
物
が
減
少
す
る
な
ど
栄
養
バ
ラ

ン
ス
が
崩
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
清
涼
飲
料
水
や
加
工
食
品
の
摂
取
が
増
加
す
る
な

ど
日
本
人
の
食
生
活
が
変
化
し
た
結
果
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

私
も
、
紀
の
川
市
で
単
身
赴
任
生
活
を
送
る
中
で
、
清
涼

飲
料
水
や
カ
ッ
プ
麺
な
ど
を
安
易
に
飲
食
し
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
改
め
て
、
食
事
の
バ
ラ
ン
ス
に
気
を
つ
け
な

け
れ
ば
と
感
じ
ま
す
。

◆
朝
食
の
欠
食

食
生
活
の
乱
れ
の
中
で
も
、
朝
食
の
欠
食
の
増
加
は
大
き

な
問
題
で
す
。

朝
食
は
、
寝
て
い
る
間
に
低
下
し
た
体
温
を
あ
げ
る
な
ど

一
日
の
活
動
開
始
に
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
給
の
役
割
を

担
っ
て
い
ま
す
。

朝
食
を
と
ら
な
い
と
、
脳
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
る
ブ
ド

昭和 50 年代に「日本型食生活」として理想に近かった PFC バランスが、
平成の時代に入ると崩れてきました。　　　　　　（資料：食育白書（H18））

日本型食生活と PFCバランス
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ウ
糖
が
不
足
し
て
、
や
る
気
や
集
中
力
に
欠
け
て
し
ま
う
と

い
わ
れ
ま
す
。

生
活
習
慣
の
乱
れ
と
い
う
意
味
で
も
、
朝
食
の
欠
食
は
問

題
が
あ
り
ま
す
。

文
部
科
学
省
の
調
査
で
も
、
毎
日
朝
食
を
食
べ
る
子
ど
も

の
ほ
う
が
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
の
得
点
が
高
い
と
い
う
結
果
が

で
て
い
ま
す
。

国
語
、
算
数
・
数
学
、
英
語
と
様
々
な
科
目
で
、
朝
食
を

必
ず
と
る
子
ど
も
と
と
ら
な
い
子
ど
も
と
の
差
が
一
〇
〇
点

近
く
出
て
い
る
の
は
驚
き
で
す
。

Ｄ
Ｓ
の
『
脳
ト
レ
』
ゲ
ー
ム
で
知
ら
れ
る
脳
学
者
・
川
島

隆
太
博
士
も
月
刊
誌
で
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
ま

す
。

「
朝
食
を
食
べ
て
い
な
い
人
た
ち
は
午
前
中
を
捨
て
て
い
る

の
に
等
し
い
。
も
し
私
が
会
社
経
営
者
な
ら
、
真
っ
先
に
リ

ス
ト
ラ
す
る
の
は
年
齢
に
関
係
な
く
朝
食
を
食
べ
な
い
人
で

す
ね
。（
中
略
）
朝
食
を
食
べ
る
に
し
て
も
、
た
だ
パ
ン
を

か
じ
っ
た
だ
け
で
は
ダ
メ
。
バ
ラ
ン
ス
よ
く
食
べ
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。」

朝
食
の
大
切
さ
を
強
く
思
い
知
ら
さ
れ
る
言
葉
で
す
ね
。

朝食をしっかり食べさせるだけで、お子様のテストの点数が100点
近く伸びるかもしれません。　　　　　	　（資料：食育白書（H18））

朝食の摂取とペーパーテスト結果
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◆
「
こ
食
」
の
問
題

「
こ
食
」
の
問
題
っ

て
ご
存
じ
で
す
か
？

最
近
の
日
本
の
食
卓

で
起
き
て
い
る
問
題
を

端
的
に
表
し
た
も
の
で

す
。「

こ
食
」
の
「
こ
」

に
六
つ
ほ
ど
漢
字
を
当

て
は
め
る
事
が
で
き
ま

す
。「
孤
食
」「
個
食
」「
粉
食
」「
固
食
」「
小
食
」「
濃
食
」

の
六
つ
で
す
。
一
つ
ひ
と
つ
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

「
孤
食
」
は
、
家
族
が
そ
ろ
わ
ず
に
一
人
で
食
事
を
す
る

こ
と
で
す
。
孤
食
が
続
く
と
、
家
族
の
だ
ん
ら
ん
に
よ
っ
て

育
ま
れ
る
社
会
性
や
協
調
性
が
失
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。　「

個
食
」
は
、
家
族
が
そ
ろ
っ
て
も
、
個
々
に
そ
れ
ぞ
れ

が
別
々
の
料
理
を
食
べ
る
こ
と
で
す
。
好
き
嫌
い
を
助
長
し
、

栄
養
の
か
た
よ
り
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

「
粉
食
」
は
、
パ
ン
や
麺
類
な
ど
粉
を
使
っ
た
主
食
を
好

ん
で
食
べ
る
こ
と
で
す
。
粉
食
ば
か
り
だ
と
噛
む
力
が
弱
く

な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

「
固
食
」
は
、
同
じ
も
の
し
か
食
べ
な
い
こ
と
で
す
。
栄

養
の
か
た
よ
り
が
生
じ
て
、
肥
満
や
生
活
習
慣
病
を
引
き
起

こ
す
原
因
に
な
り
ま
す
。

「
小
食
」
は
、
食
べ
る
量
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
で
す
。

発
育
や
体
力
維
持
に
必
要
な
栄
養
が
不
足
し
、
無
気
力
に

な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

「
濃
食
」
は
、
濃
い
味
の
料
理
を
好
ん
で
食
べ
る
こ
と
で

す
。
濃
い
味
の
料
理
は
、
塩
分
濃
度
が
高
い
も
の
が
多
く
、

生
活
習
慣
病
を
助
長
す
る
と
と
も
に
、
味
覚
が
鈍
り
繊
細
な

味
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
「
こ
食
」
が
続
く
と
、
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩

れ
、
正
し
い
食
習
慣
も
身
に
つ
か
ず
、
食
事
作
法
や
食
文
化

「こ食」の問題
子どもや若年層を中心に増えている「こ食」を少なく
していく努力が必要です。
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も
受
け
継
が
れ
ま
せ
ん
。

食
育
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
「
こ
食
」
を
少
な

く
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

（
六
）
食
の
安
全
・
安
心

最
近
、
Ｂ
Ｓ
Ｅ
問
題
や
事
故
米
の
不
正
規
流
通
の
問
題
な

ど
、
食
の
安
全
・
安
心
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

紀
の
川
市
で
も
、
事
故
米
を
原
料
と
し
た
「
で
ん
ぷ
ん
」

が
学
校
給
食
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
、
問
題
に

な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
紀
の
川
市
の
将
来
を
担
う
子
ど

も
達
の
「
食
」
に
ま
で
被
害
が
及
ん
だ
こ
と
に
、
私
も
言
葉

を
失
い
ま
し
た
。

「
食
の
安
全
・
安
心
」
を
考
え
る
場
合
、
安
全
と
安
心
が

全
く
違
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

「
安
全
」
は
、
科
学
的
に
証
明
さ
れ
る
客
観
的
な
事
実
で

あ
る
の
に
対
し
て
、「
安
心
」
は
、
主
観
的
な
考
え
が
入
っ

て
く
る
も
の
で
す
。

し
か
し
、
科
学
的
に
「
安
全
」
と
い
う
証
明
が
あ
っ
て
初

め
て
「
安
心
」
で
き
る
状
況
が
つ
く
ら
れ
ま
す
の
で
、
食
に

関
し
て
事
実
を
客
観
的
に
判
断
す
る
力
を
も
つ
こ
と
が
大
切

で
す
。

一
方
、「
一
〇
〇
％
安
全
な
食
べ
物
は
な
い
」
と
い
う
こ

と
も
肝
に
命
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

刺
身
を
夏
場
の
日
中
に
長
時
間
放
置
し
て
お
く
と
、
ほ
ぼ
間

違
い
な
く
腐
っ
て
し
ま
い
、「
食
べ
物
」が「
毒
物
」に
変
わ
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
自
分
の
口
に
入
る
も
の
は
最
終
的
に
自
分

で
責
任
を
も
っ
て
判
断
す
る
と
い
う
姿
勢
が
大
切
で
す
。

食
の
安
全
・
安
心
に
つ
い
て
は
、
市
民
の
命
に
も
か
か
わ

る
重
大
な
問
題
で
す
。
市
民
一
人
ひ
と
り
が
、
食
品
表
示
な

ど
に
つ
い
て
正
し
い
知
識
を
身
に
つ
け
て
、
食
の
安
全
・
安

心
に
つ
い
て
関
心
を
も
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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（
七
）
フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー
ジ

一
九
九
〇
年
代
、
フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー
ジ
と
い
う
考
え
方
が

イ
ギ
リ
ス
で
提
唱
さ
れ
ま
し
た
。「
食
料
の
輸
送
距
離
」
と

い
う
意
味
で
、
食
料
の
重
量
×
移
動
距
離
で
あ
ら
わ
し
ま
す
。

食
料
の
生
産
地
と
消
費
地
が
近
け
れ
ば
、
フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー

ジ
は
小
さ
く
な
り
、
遠
く
か
ら
食
料
を
運
ん
で
く
る
と
大
き

く
な
り
ま
す
。

生
産
地
と
消
費

地
が
近
く
な
る

「
地
産
地
消
」
の

考
え
方
に
た
て
ば
、

フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー

ジ
は
小
さ
い
ほ
ど

い
い
と
言
え
ま
す
。

し
か
し
、
農
林

水
産
省
の
試
算
に

よ
れ
ば
、
日
本
の
フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー
ジ
は
世
界
中
で
群
を
抜

い
て
高
い
状
態
で
す
。
食
料
自
給
率
四
〇
％
と
い
う
現
状
か

ら
み
て
仕
方
が
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

食
料
の
移
動
の
た
め
に
は
、
化
石
燃
料
が
少
な
か
ら
ず
必

要
で
す
の
で
、
フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー
ジ
が
高
い
こ
と
は
、
地
球

環
境
に
と
っ
て
も
マ
イ
ナ
ス
に
な
り
ま
す
。

紀
の
川
市
で
地
産
地
消
を
進
め
る
こ
と
で
、
フ
ー
ド
マ
イ

レ
ー
ジ
を
少
な
く
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
ね
。

（
八
）
郷
土
料
理
の
伝
承

伝
統
的
な
郷
土
料
理
は
、
守
り
伝
え
て
い
く
べ
き
大
切
な

も
の
で
す
。
論
点
は
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
目
は
、「
地
域
の
食
文
化
の
継
承
」
と
い
う
面
で
す
。

郷
土
料
理
は
、
地
域
の
文
化
風
習
と
の
関
連
が
密
接
に
あ

り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
培つ

ち
か

わ
れ
て
き
た
食
文
化
を
継

承
し
次
世
代
に
伝
え
て
い
く
こ
と
は
、
地
域
を
理
解
し
愛
着

を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
に
も
大
切
で
す
。

日本のフードマイレージは、世界中で群を抜いて高い状態
です。　　　　　　　　資料：農林水産政策研究所（H13）

各国のフードマイレージ
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二
つ
目
は
、「
地
産
地
消
の
推
進
」
と
い
う
面
で
す
。

郷
土
料
理
は
、
地
場
産
の
食
材
を
活
用
す
る
の
が
基
本
で

す
。
生
産
者
の
顔
が
見
え
る
と
い
う
意
味
で
郷
土
料
理
は
地

産
地
消
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

紀
の
川
市
に
も
、じ
ゃ
こ
寿
司
、茶
が
ゆ
、い
の
こ
餅
、の
っ

ぺ
、
ふ
な
焼
き
な
ど
の
郷
土
料
理
が
あ
り
ま
す
。

魚
の
じ
ゃ
こ
の
ほ
か
、
大
根
、
里
芋
、
人
参
な
ど
地
場
農

産
物
を
使
用
し
た
こ
れ
ら
の
郷
土
料
理
は
、
紀
の
川
市
の
風

土
に
育
ま
れ
て
き
た
伝
承
す
べ
き
大
切
な
「
味
」
だ
と
思
い

ま
す
。

私
は
、
じ
ゃ
こ
寿
司
が
大
好
き
で
、
お
ま
つ
り
で
ふ
る
ま

い
な
ど
が
あ
る
と
、
好
ん
で
食
べ
ま
す
。
紀
の
川
や
貴
志
川

で
た
く
さ
ん
と
れ
る
小
魚
の
じ
ゃ
こ
を
甘
辛
く
煮
詰
め
て
押

し
寿
司
に
す
る
素
朴
な
も
の
で
、
少
し
ほ
ろ
苦
い
味
が
、
何

と
も
言
え
ず
美
味
し
い
で
す
。

茶
が
ゆ
も
、
さ
っ
ぱ
り
し
た
味
わ
い
で
、
小
腹
の
す
い

た
時
に
食
べ
る
に
は
、

ち
ょ
う
ど
い
い
食
べ

も
の
で
す
。

作
り
方
は
簡
単
で
、

た
っ
ぷ
り
の
水
に
一

つ
か
み
の
焙ほ

う
じ
番
茶

を
包
ん
だ
袋
を
浸
し

て
、
米
を
放
り
込
ん

で
勢
い
よ
く
炊
き
ま
す
。
炊
き
す
ぎ
る
と
米
が
割
れ
て
「
花

が
咲
く
」
と
い
う
状
態
に
な
り
ま
す
。

こ
の
「
花
が
咲
く
」
状
態
を
嫌
う
人
も
い
ま
す
が
、
む
し

ろ
茶
が
ゆ
に
「
も
っ
ち
り
感
」
が
で
て
美
味
し
く
な
る
と
い

う
人
も
い
ま
す
。
塩
を
入
れ
た
り
、
野
菜
、
芋
な
ど
も
お
好

み
で
。
家
庭
そ
れ
ぞ
れ
の
味
が
あ
る
よ
う
で
す
。

夏
に
は
、
茶
が
ゆ
を
冷
や
し
た
「
冷
や
し
が
ゆ
」
と
い
う
、

農
作
業
の
合
間
の
さ
っ
ぱ
り
し
た
食
べ
も
の
に
な
り
ま
す
。

茶
が
ゆ
を
は
じ
め
と
し
た
紀
の
川
市
の
郷
土
料
理
は
、
地

茶がゆ
茶がゆはさっぱりとした味わいで、小腹がす
いたときには、ちょうどいい食べ物です。郷
土料理は、紀の川市の「大切な心」を伝える
ものだと思います。
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域
や
家
庭
で
伝
わ
っ
て
き
た
「
大
切
な
心
」
を
伝
え
る
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。

レ
シ
ピ
を
見
て
学
ぶ
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
紀
の
川
市
の

若
い
方
々
は
、
ま
ず
は
自
分
の
ご
家
庭
で
、
親
や
お
年
寄
り

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
に
伝
わ
る
「
味
」
を
教
え
て
も
ら
う

こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。


