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日
本
人
の
心
と
体
を
育
み
、暮
ら
し
と
健
康
を

支
え
て
き
た
和
食
。和
食
を
通
じ
て
、私
た
ち
は
四

季
折
々
の
自
然
の
恵
み
や
そ
れ
を
お
い
し
く
い
た
だ

く
先
人
の
工
夫
、地
域
の
伝
統
文
化
、S
D
G
s
に

も
つ
な
が
る
暮
ら
し
の
知
恵
に
触
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、時
代
の
流
れ
と
と
も
に
人
々
の
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
や
自
然
環
境
、そ
し
て
食
へ
の
意
識
は
大
き

く
変
化
し
、日
本
人
の
生
活
の
中
で
和
食
の
存
在

感
が
薄
れ
つ
つ
あ
る
の
が
現
状
で
す
。

　

国
は
、2
0
0
5
年
に
制
定
さ
れ
た「
食
育
基

本
法
」に
基
づ
き
、基
本
方
針
や
目
標
を
定
め
た

「
食
育
推
進
基
本
計
画
」を
策
定
し
て
い
ま
す
。

「
第
４
次
食
育
推
進
基
本
計
画
」に
お
い
て
、「
食
育

活
動
を
通
じ
て
、郷
土
料
理
、伝
統
料
理
、食
事
の

作
法
等
、伝
統
的
な
地
域
の
和
食
文
化
を
次
世
代

へ
継
承
す
る
た
め
の
食
育
を
推
進
す
る
」と
し
て
お

り
、和
食
文
化
の
次
世
代
へ
の
継
承
は
国
の
責
務
で

あ
る
食
育
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
う
と
位
置

づ
け
て
い
ま
す
。子
ど
も
た
ち
の
健
全
な
心
身
を
培

い
、豊
か
な
人
間
性
を
育
む
食
育
の
推
進
に
取
り
組

む
た
め
に
は
、和
食
文
化
を
伝
え
る
人
材
が
和
食
文

化
の
基
礎
的
な
知
識
を
得
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、子
ど
も
た
ち
や
子
育
て
世
代

に
対
し
和
食
文
化
を
伝
え
る
人
材
の
育
成
を
目
的

と
す
る「
和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
研
修
」が

2
0
1
9
年
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。和
食
文
化
の

基
礎
知
識
や
魅
力
、そ
の
伝
え
方
を
学
び
、実
地

研
修
を
修
了
し
た
和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
が
、

全
国
の
食
育
の
現
場
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。今
後
、

文
化
継
承
の
輪
が
さ
ら
に
広
が
り
、未
来
の
和
食

に
つ
な
が
る
活
動
が
増
え
て
い
く
こ
と
に
期
待
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
も
和
食
文
化
継
承

リ
ー
ダ
ー
の
一
員
と
し
て
、和
食
文
化
を
次
世
代
へ

継
承
し
ま
せ
ん
か
。

和
食
文
化
を

未
来
に
受
け
継
い
で
い
く
た
め
に

目次

 ２ 和食文化を未来に受け継いでいくために

 ４ 和食文化を取り巻く環境の変化と
  岐路に立つ次世代への継承

 ６ 東洋大学　露久保 美夏准教授インタビュー
  「和食文化を守り受け継いでいく
  リーダーの力が求められています」

 ８ 和食文化継承リーダーへの道のり
  「小学校栄養教諭のAさん、
  和食文化継承リーダーになる」

 １０ 先輩リーダーのアクティビティレポート

 １３ 和食文化継承リーダーへの応援メッセージ
  菊乃井三代目主人 村田 吉弘氏
  食文化研究家 畑中 三応子氏

 １４ 和食文化継承リーダー研修の受講の流れ
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通
じ
て
培
う
家
族
や
地
域
と
の
絆
、食
を
時

代
や
環
境
に
あ
わ
せ
て
発
展
さ
せ
る
柔
軟
性

な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

2
0
1
3
年
に
は「
和
食  

日
本
人
の
伝
統
的

な
食
文
化
」と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に

登
録
さ
れ
、和
食
文
化
は
世
界
中
か
ら
注
目
を

集
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。海
外
に
お
け
る
日

本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
の
数
は
2
0
1
3
年
の
約
5
．

5
万
店
か
ら
2
0
2
1
年
に
は
約
15
．9
万
店

と
約
3
倍
に
増
加
し（
※
1
）、外
国
人
が
好
き
な

海
外
の
料
理
で
も
、イ
タ
リ
ア
料
理
や
中
国
料

理
を
抑
え
て「
日
本
料
理
」が
１
位
に
選
ば
れ
て

い
ま
す（
※
2
）。

　

さ
ら
に
訪
日
外
国
人
の
意
向
を
見
て
み
る
と
、

日
本
を
訪
れ
る
前
に
最
も
期
待
し
て
い
る
こ
と

は「
日
本
食
を
食
べ
る
こ
と
」で
あ
り
、地
方
の
観

光
地
を
訪
れ
た
際
に
行
い
た
い
こ
と
で
も「
郷
土

料
理
を
食
べ
る
」が
上
位
に
入
っ
て
い
ま
す（
※
３
）。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、訪
日
外
国
人
観
光
客
に

と
っ
て
和
食
や
地
域
の
食
文
化
は
、魅
力
的
な

も
の
で
あ
り
、訪
日
観
光
の
重
要
な
コ
ン
テ
ン
ツ

と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
う
か
が
え
ま
す
。

遠
い
昔
か
ら
受
け
継
が
れ
、私
た
ち
の
心
と
体
を
支
え
て
き
た
和
食
文
化
。

世
界
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
こ
の
大
切
な
文
化
は
、ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

和
食
文
化
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
と

岐
路
に
立
つ
次
世
代
へ
の
継
承

今
、私
た
ち
が
考
え
る
べ
き
こ
と

健
康
や
持
続
可
能
性
の
面
で

世
界
か
ら
注
目
さ
れ
る
和
食

　　
「
和
食
」と
は
、自
然
を
尊
重
す
る
こ
と
を

土
台
と
し
た
、日
本
人
の
伝
統
的
な
食
文
化

で
す
。料
理
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、多
彩

で
豊
か
な
食
材
と
そ
れ
ら
を
育
む
気
候
や
風

土
、自
然
の
美
し
さ
や
四
季
の
変
化
を
愛
で
る

心
、健
康
長
寿
へ
の
願
い
、伝
統
的
な
行
事
を

※1 農林水産省「海外における日本食レストラン数調査」
※2 日本貿易振興機構「日本食品に対する海外消費者アンケート調査－６都市比較編－」
※3 DBJ・JTBF「DBJ・JTBFアジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査」
※4、5 農林水産省「食生活実態及び和食文化に関するアンケート調査」

和食の特徴
◎ 多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重
◎ 健康的な食生活を支える栄養バランス
◎ 自然の美しさや季節の移ろいの表現
◎ 正月などの年中行事との密接な関わり

【 訪日前に期待していたこと 】

日本食を食べること

ショッピング

繁華街の街歩き

自然・景勝地観光

日本の酒を飲むこと

（出典）観光庁「訪日外国人の消費動向 2022年年次報告書」

78.3％

49.6％

38.4％

35.4％

33.1％

（全国籍･地域、複数回答）

；

学
校
な
ど
の
食
育
の
現
場
で

和
食
文
化
の
継
承
を

　　

和
食
文
化
を
守
り
継
承
し
て
い
く
こ
と
が

困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
中
で
、国
は
新
た
な
取

り
組
み
に
着
手
し
ま
し
た
。そ
れ
が
、教
育
や

保
育
の
現
場
、地
域
保
健
活
動
な
ど
で
行
わ

れ
る
食
育
を
通
じ
た
和
食
文
化
の
継
承
で
す
。

　

和
食
は
、2
0
1
5
年
に
で
き
た
持
続
可

能（
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
）な
社
会
の
実
現
を
目
指

す
共
通
の
目
標
で
あ
る
S
D
G
s
と
は「
す
べ

て
の
人
に
健
康
と
福
祉
を
」「
海
の
豊
か
さ
を

守
ろ
う
」な
ど
関
連
す
る
事
項
が
多
く
、具
体

的
な
事
例
か
ら
S
D
G
s
と
の
関
連
性
を
理

解
し
、自
分
た
ち
に
関
係
の
深
い
問
題
と
し
て

と
ら
え
て
い
く
上
で
も
役
立
ち
ま
す
。

　

特
に
、次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
と
子

育
て
世
代
な
ど
に
対
し
て
、効
果
的
な
和
食

文
化
の
普
及
活
動
を
加
速
さ
せ
る
た
め
に
は
、

S
D
G
s
と
も
関
連
づ
け
た
学
校
で
の
学
び

が
重
要
で
す
。子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、だ
し
の

う
ま
味
を
体
験
す
る
こ
と
や
、魚
の
骨
を
箸
で

と
る
経
験
、食
事
を
用
意
す
る
過
程
を
手
伝

う
楽
し
さ
、美
し
い
食
器
や
調
理
器
具
を
大

切
に
使
う
こ
と
、同
じ
食
べ
物
を
家
族
や
仲
間

と
味
わ
い
、祭
り
や
花
見
な
ど
で
一
緒
に
食
べ

る
経
験
を
積
み
重
ね
る
こ
と
は
、文
化
と
し
て

の「
和
食
」を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、「
生
き
る

力
」を
育
む
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。日
々
の

食
生
活
の
中
で
丁
寧
に
和
食
文
化
を
学
び
、

未
来
へ
と
つ
な
い
で
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

【 和食文化のユネスコ登録認知 】

（出典）農林水産省「食生活実態及び和食文化に関するアンケート調査」

知っている 聞いたことがある 知らない

平成27年度

対象者：全体n＝3,000

令和元年度

令和4年度

対象者：全体n＝10,235

対象者：全体n＝2,000

53.1％

27.9％

25.6％

21.8％

27.6％

24.8％

25.1％

44.6％

49.6％

術
革
新
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
、人
口
減
少
、地
球
温

暖
化
な
ど
私
た
ち
を
取
り
巻
く
環
境
は
目
ま

ぐ
る
し
く
変
化
し
て
お
り
、そ
れ
に
伴
い
私
た

ち
の
価
値
観
も
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
も
多
様
化
が

加
速
し
て
い
ま
す
。食
生
活
や
食
へ
の
意
識
も

そ
の
影
響
を
受
け
、暮
ら
し
の
中
で
和
食
の
存

在
感
が
薄
れ
つ
つ
あ
り
、和
食
の
ユ
ネ
ス
コ
無
形

文
化
遺
産
登
録
を
認
知
し
て
い
る
人
の
割
合
は

年
々
減
少
し
、令
和
４
年
度
の
調
査
で
は
約
半

数
が「
知
ら
な
い
」と
回
答
し
て
い
ま
す（
※
4
）。

　

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
の
登
録
の
目
的

は
、「
絶
滅
危
惧
に
瀕
し
て
い
る
文
化
」の
保
護

で
あ
り
、「
和
食
」が
登
録
さ
れ
た
理
由
は
、「
和

食
文
化
を
見
直
し
、次
世
代
に
つ
な
い
で
い
く

こ
と
」に
加
え
、「
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
日
本
の
和

食
文
化
を
保
護
・
継
承
す
る
こ
と
」で
も
あ
り

ま
し
た
。

　

和
食
文
化
を
守
り
、育
て
、そ
し
て
明
日
へ
と

つ
な
げ
て
い
く
に
は
、ま
ず
は
知
る
こ
と
、実
践

し
て
み
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、私
た
ち
一
人

ひ
と
り
が
興
味
を
も
つ
こ
と
が
そ
の
第
一
歩
に

な
り
ま
す
。こ
れ
ま
で
和
食
や
和
食
文
化
は
、

主
に
母
親
や
祖
母
な
ど
か
ら
、一
緒
に
料
理
を

作
っ
た
り
手
伝
い
を
し
た
り
す
る
こ
と
で
子
ど

も
た
ち
へ
と
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た（
※
５
）。し

か
し
、核
家
族
化
が
進
み
、両
親
が
と
も
に
仕

事
に
就
い
て
忙
し
く
過
ご
す
こ
と
が
増
え
た
現

代
に
お
い
て
は
、そ
の
よ
う
な
時
間
を
捻
出
す

る
の
が
難
し
い
家
庭
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。地

域
や
家
庭
で
継
承
さ
れ
て
き
た
和
食
文
化
を
、

自
ら
受
け
継
ぎ
次
世
代
へ
と
伝
え
て
い
る
人
の

割
合
が
半
数
以
下
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、そ
の

あ
ら
わ
れ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

和
食
文
化
へ
の
意
識
が

変
わ
り
つ
つ
あ
る
日
本

　　

一
方
、日
本
国
内
で
は
、ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
直
後
は
和
食
文
化
へ
の
関

心
も
高
ま
り
、和
食
を
食
べ
る
頻
度
に
も
増
加

傾
向
が
み
ら
れ
ま
し
た
。し
か
し
、情
報
化
や
技

【 地域や家庭で受け継がれてきた料理や
  食べ方・作法等の和食文化を受け継ぎ、
  次世代へ伝えている国民の割合 】

受け継ぎ、
伝えている

（出典）農林水産省「食育に関する意識調査」（令和5年3月）

44％56％
受け継いで
いない/

伝えていない等
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和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
研
修
の
基
礎
研
修
で
講
師
を
務
め
る
露
久
保
美
夏
先
生
に
、

和
食
文
化
の
素
晴
ら
し
さ
や
継
承
の
意
義
、リ
ー
ダ
ー
の
役
割
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
。

本
の
食
の
基
本
概
念
に
あ
る
の
は
お
米
で
す
。

し
か
し
世
界
的
に
見
れ
ば
、お
米
が
主
食
で
は

な
い
国
も
多
く
、し
か
も
日
本
で
食
べ
ら
れ
て

い
る
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
米
は
イ
ン
デ
ィ
カ
米
に
比
べ
て

マ
イ
ナ
ー
な
存
在
。私
た
ち
に
と
っ
て
の「
普
通

の
食
事
」は
、他
の
国
の
人
々
か
ら
見
れ
ば「
普

通
で
は
な
い
食
事
」な
の
で
す
。だ
か
ら
こ
そ
、

互
い
の
国
の
食
べ
物
に
興
味
が
生
ま
れ
る
の
で

あ
り
、他
者
を
知
り
視
野
を
広
げ
る
こ
と
は
、

自
ら
の
食
文
化
を
再
確
認
す
る
の
に
役
立
ち

ま
す
。

　

国
ご
と
に
食
文
化
が
異
な
る
よ
う
に
、私
た

ち
日
本
人
も
育
っ
て
き
た
環
境
や
感
性
な
ど
に

よ
っ
て
異
な
る
食
文
化
を
宿
し
て
お
り
、食
に

は
全
て
の
人
に
共
通
す
る
よ
う
な
絶
対
的
な

も
の
は
な
い
と
私
は
考
え
ま
す
。料
理
人
が
よ

り
多
く
の
人
に
お
い
し
い
と
感
じ
て
も
ら
え
る

料
理
を
目
指
す
の
は
、当
た
り
前
の
こ
と
で

し
ょ
う
。で
も
、日
々
食
事
を
作
り
食
べ
る
際

に
、そ
の
よ
う
な
お
い
し
さ
や
本
格
的
な
調
理

方
法
に
縛
ら
れ
過
ぎ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
和
食
は
作
る
の
が
面
倒
」「
市
販
の
出
汁
を
使

う
こ
と
に
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
る
」「
お
い
し
く

作
る
の
が
難
し
い
」と
い
う
声
も
聞
か
れ
ま
す

が
、そ
の
よ
う
な
こ
と
が
原
因
で
和
食
か
ら
離

れ
て
し
ま
う
の
は
残
念
で
す
。和
食
を
食
べ
た

い
と
い
う
気
持
ち
を
失
わ
ず
、食
べ
る
体
験
を

重
ね
て
い
く
こ
と
で
和
食
文
化
は
受
け
継
が
れ

て
い
き
ま
す
。和
食
を
作
り
食
べ
る
こ
と
に
負

担
を
感
じ
な
い
た
め
の
工
夫
や
簡
略
化
は
、例

え
従
来
の
ス
タ
イ
ル
と
は
違
っ
て
い
て
も
決
し
て

間
違
い
で
は
な
い
の
で
す
。

和
食
文
化
の
継
承
に

大
切
な
の
は
体
験
と
共
有

　　

私
た
ち
は
他
国
の
食
文
化
を
柔
軟
に
受
け

入
れ
、ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
も
対
応
さ
せ

な
が
ら
和
食
文
化
を
受
け
継
い
で
き
ま
し
た
。

そ
の
一
方
で
、食
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
増
え
た

こ
と
か
ら
、和
食
の
存
在
感
が
薄
れ
て
い
る
と
い

う
懸
念
が
あ
り
ま
す
。こ
こ
で
重
要
に
な
る
の

が
食
育
で
す
。

　

料
理
が
得
意
な
母
の
影
響
で
、我
が
家
に
は

様
々
な
レ
シ
ピ
本
が
あ
り
、私
は
そ
れ
ら
を
読

む
の
が
大
好
き
な
子
ど
も
で
し
た
。本
か
ら
知

識
を
得
て
料
理
の
経
験
を
重
ね
て
い
く
中
で
、

飾
り
切
り
や
盛
り
付
け
の
見
事
さ
、季
節
の
食

材
の
多
彩
さ
、行
事
ご
と
の
食
事
の
楽
し
さ
な

ど
に
触
れ
、私
の
和
食
文
化
へ
の
関
心
は
高
ま
っ

て
い
き
ま
し
た
。

　

和
食
文
化
を
次
世
代
へ
と
継
承
し
て
い
く
た

め
に
は
、子
ど
も
た
ち
が
和
食
文
化
に
接
し
て

体
験
す
る
機
会
を
増
や
し
、興
味
と
親
近
感
を

抱
か
せ
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。家
庭
で
、

学
校
で
、地
域
社
会
で
、大
人
と
子
ど
も
が
一
緒

に
料
理
を
し
た
り
食
卓
を
囲
ん
だ
り
し
て
、感

じ
た
こ
と
や
思
っ
た
こ
と
を
、大
人
の
意
見
や

固
定
概
念
を
押
し
付
け
ず
に
話
し
合
う
こ
と
。

「
い
た
だ
き
ま
す
」「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」の
意
味

や
和
食
の
マ
ナ
ー
に
込
め
ら
れ
た
想
い
を
考
え
、

共
有
す
る
こ
と
。こ
れ
ら
の
積
み
重
ね
が
子
ど

も
た
ち
の
和
食
文
化
へ
の
意
識
を
高
め
て
く
れ

る
の
で
す
。

和
食
文
化
を
守
り
受
け
継
い
で
い
く

リ
ー
ダ
ー
の
力
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す

東
洋
大
学　

露
久
保 

美
夏
准
教
授
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

東京都港区立青南小学校の5年生を対象に行った出前授業
の様子。煮干しを解体し部位ごとに味わうことで、子どもたちに
頭や内臓をだしに使わない理由を考えてもらいました。

徳島県阿南市立山口小学校（左）や神奈
川県横浜市立高田小学校（右）など全国
各地の学校での出前授業の他、子育て
世代に向けた講義なども行っています。

食
事
へ
の
感
謝
を
言
葉
に
す
る

日
々
の
素
晴
ら
し
い
習
慣

　　

ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
今

や
世
界
中
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
和
食
は
、私

た
ち
日
本
人
が
昔
か
ら
日
常
的
に
味
わ
っ
て
き

た
伝
統
の
料
理
で
す
。そ
の
和
食
を
中
心
に
育

ま
れ
て
き
た
様
々
な
習
慣
や
技
術
、表
現
、精

神
性
ま
で
を
も
含
め
た
も
の
を
和
食
文
化
と
い

い
ま
す
。日
本
に
は
、海
に
囲
ま
れ
山
や
里
が
広

が
る
南
北
に
長
い
国
土
が
あ
り
、四
季
が
あ
り

ま
す
。こ
の
よ
う
な
風
土
や
気
候
に
よ
っ
て
多

種
多
様
な
食
材
が
手
に
入
り
や
す
か
っ
た
こ
と

は
、和
食
の
誕
生
と
和
食
文
化
の
形
成
に
大
き

く
寄
与
し
て
き
ま
し
た
。も
し
、食
料
を
安
定

的
に
確
保
で
き
な
か
っ
た
ら
、食
料
を
得
る
こ

と
に
多
く
の
時
間
や
労
力
が
費
や
さ
れ
、現
在

の
よ
う
な
和
食
文
化
へ
と
発
展
す
る
こ
と
は
難

し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

豊
か
な
自
然
を
尊
び
、和
食
を
文
化
に
昇
華

さ
せ
た
日
本
人
の
精
神
性
を
象
徴
す
る
も
の
、

そ
れ
は「
い
た
だ
き
ま
す
」と「
ご
ち
そ
う
さ

和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
に

期
待
す
る
こ
と

　　

私
は
、講
義
な
ど
で
は
教
え
込
む
よ
り「
引

き
出
す
」と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
ま
す
。受

講
者
の
皆
さ
ん
の
感
覚
や
食
習
慣
、育
っ
て
き

た
環
境
を
尊
重
し
な
が
ら
、対
話
し
、一
緒
に
考

え
て
体
験
す
る
機
会
を
重
ね
て
い
け
ば
、お
互

い
に
と
っ
て
新
た
な
発
見
や
気
づ
き
を
得
る
有

意
義
な
場
と
な
り
ま
す
。

　

和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
を
目
指
す
皆
さ

ん
や
、す
で
に
和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
活
動
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
は
、ま
ず
、知
識
や

技
術
に
自
ら
の
得
意
分
野
を
加
え
て
、自
分
ら

し
さ
を
輝
か
せ
て
く
だ
さ
い
。そ
し
て
、多
く
の

人
た
ち
と
出
会
い
、食
の
経
験
や
感
覚
を
共
有

し
、学
ん
で
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

和
食
文
化
は
国
内
外
を
問
わ
ず
リ
ス
ペ
ク
ト

さ
れ
て
お
り
、こ
れ
か
ら
も
世
界
へ
と
広
が
り

続
け
て
い
く
で
し
ょ
う
。日
本
国
内
で
和
食
文

化
を
守
り
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
が
今
ま
で
以

上
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。皆
さ
ん
が
和
食
文

化
継
承
の
頼
も
し
い
担
い
手
と
な
り
、幅
広
い

分
野
で
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い

ま
す
。

ま
」で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。こ
の
言
葉
に
は
、食

材
と
な
る
自
然
の
恵
み
、食
材
の
生
産
者
や
食

事
の
準
備
を
し
て
く
れ
た
人
な
ど
、目
の
前
の

食
事
に
関
わ
る
全
て
の
物
や
人
へ
の
感
謝
の
気

持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。食
事
の
前
後
に
、

当
た
り
前
の
よ
う
に
感
謝
を
口
に
で
き
る
の

は
、な
ん
と
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

箸
の
使
い
方
な
ど
の
作
法
や
マ
ナ
ー
の
根
底

に
は
、と
も
に
食
卓
を
囲
む
人
を
不
快
に
さ
せ

ず
、心
地
よ
い
時
間
を
共
有
し
た
い
と
い
う
想

い
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、盛
り
付
け
の
技
術
や
包

丁
さ
ば
き
も
、も
て
な
し
の
心
や
箸
で
食
べ
や

す
い
よ
う
に
と
い
う
心
遣
い
か
ら
磨
か
れ
て
き

ま
し
た
。こ
の
よ
う
に
、和
食
文
化
を
支
え
る

精
神
性
は
様
々
な
形
で
私
た
ち
の
日
常
の
中
に

表
れ
て
い
る
の
で
す
。

食
の
経
験
は
人
そ
れ
ぞ
れ

そ
こ
に「
絶
対
」は
な
い

　　

パ
ン
や
麺
類
を
食
べ
る
と
し
て
も
食
事
を

「
朝
ご
は
ん
」「
晩
ご
は
ん
」と
言
う
よ
う
に
、日

露久保 美夏
東洋大学食環境科学部食環境科学科

准教授

東洋大学で調理学や食育を専門分野とす
る。地域や企業と連携しながら、日本の食文
化講座の実施や食育教材などを制作。メ
ディアや講演にも多数出演。
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9 8つむがれる和食の未来

和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
は
、ど
の
よ
う
に
し
て
認
定
さ
れ
る
の
か
。

A
さ
ん
を
例
に
そ
の
道
の
り
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

小
学
校
栄
養
教
諭
の
A
さ
ん
、

和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
に
な
る

和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
へ
の
道
の
り

管理栄養士をしている友達に教えて
もらった「和食文化継承リーダー研
修」。和食文化について基礎から学
べて、子どもたちに分かりやすく伝え
るための具体的なテクニックも教えて
くれる。オンラインで受講できるので
早速申し込んでみた。

和食は、栄養バランスに優れている
し、地元の農漁業や産業、伝統文化
を知り、SDGsの取り組みについて学
ぶのにもきっと役に立つ。その素晴ら
しい価値を、子どもたちに気づいても
らえたらいいのだけれど……。何か上
手に伝える方法のヒントはないかな？

Aさん
小学校の栄養教諭として、子どもたち
の健康増進や学びのために、和食文
化を取り上げていきたいと考えてい
る。自身も子育ての真っ最中。

2
「和食文化継承リーダー」
を知り、研修に申し込み！

3
オンデマンドの
基礎研修で

「和食の基礎」を学ぶ

1
もっと充実した

食育の授業がしたい！

5
子どもたちに

実地研修をやってみた！

オンデマンド研修だから、仕事や子

育てで忙しくても自分のペースで受

講できて助かる。動画学習サービス

「gacco」は操作が簡単だし、専用テ

キストも講師の露久保先生の話も分

かりやすく、学ぶのが楽しい。理解度

チェックテストも無事クリアできてホッ

とした。

設定された日程の中から１日を選んで

受講する。「Zoom」を使ったオンライ

ンのグループワークで、普段関わるこ

とがない地域や仕事の人たちと交流

できた。同じ目標に向かう仲間の存在

は心強い。具体的なリーダー像や、

やってみたいことをイメージできたのも

大きな収穫だと思う。

4
実践研修で
仲間と一緒に
「伝え方」を学ぶ

勤務先の学校で、同僚の先生のサ
ポートを受けながら、子どもたちに向
けて地元の郷土料理を学ぶワーク
ショップを開催した。子どもたちが熱
心に取り組んでくれたので成功だっ
たと思う。レポートの作成や提出は基
礎研修と同じシステムを使うので、と
てもスムーズにできた。

全講座の受講やレポートの提出が確
認されて「和食文化継承リーダー」の
認定証が発行された。農林水産省の
ホームページにも私の名前が載って
いて、応援してくれた先生たちも喜ん
でくれた。その様子を見ていたら、やり
遂げた自分が誇らしく思えて、責任感
もわいてくる。

7
はっきりと見えてきた

和食文化を
受け継いでいく道

「和食文化継承リーダー研修」で、新た
にやりたいことや目標が明確に見えて
たきた。人との出会いも増えて世界が
どんどん広がっている。子どもたちが和
食文化に対して今以上に興味をもち、
未来へと受け継いでいってくれるかは、
リーダーとしての私の活動次第。私自
身も楽しみながら、がんばっていこう！

受講前に確かめておきたいこと、心配なこ
とについて、お問い合わせが多かったもの
をご紹介します。

研修の対象者は、幼稚園、保育
所、小学校等の教諭・保育士・栄
養士、また地域や各種メディアで
和食文化継承活動を行っている
方などです。

誰でも受講できますか？Q
A

基礎研修、実践研修ともに無料
です。実地研修はご自身のフィー
ルドで活動していただいたものを
レポートにまとめていただくため、
そちらに係る費用は自己負担にな
ります。

受講は無料ですか？Q
A

運営事務局がサポートしますの
で、安心して受講してください。こ
れまでも慣れていない方が多くい
らっしゃいましたが、スムーズに受
講していただけています。

オンラインシステムに
慣れていなくても受講できますか？Q

A

和食文化継承リーダーとして認
定された後も、スキルアップに役
立つ情報の提供や個別相談も
受けつけています。

認定後、リーダーとして
活動していけるか不安です。Q

A

和食文化継承リーダー

に関する

Q&A

6
認定されて
改めて感じる
リーダーの責任
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吉
野
本
葛
は
産
地
の
奈
良
県
で
も
認
知
度

が
高
く
な
い
た
め
、子
ど
も
た
ち
に
も
そ
の
存

在
を
ぜ
ひ
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
、10
年
以

上
前
に
吉
野
本
葛
に
関
す
る
出
前
授
業
を
始

め
ま
し
た
。授
業
で
は
、原
料
と
な
る
葛
根
に

触
れ
、自
分
た
ち
で
炊
い
て
食
べ
て
も
ら
っ
て
い

ま
す
。吉
野
本
葛
が
丁
寧
に
作
ら
れ
る
こ
と
を

知
っ
て「
心
を
こ
め
て
食
べ
よ
う
」と
思
う
よ
う

に
な
っ
た
り
、葛
が
透
明
に
な
っ
て
固
ま
る
様
子

に
目
を
輝
か
せ
た
り
す
る
、そ
ん
な
子
ど
も
た

ち
の
姿
に
喜
び
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

活
動
の
中
で
和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
の
こ

と
を
知
り
、研
修
を
受
講
し
ま
し
た
。和
食
文

化
と
は
何
か
も
知
ら
な
い
ま
ま
吉
野
本
葛
を

広
め
よ
う
と
し
て
い
た
た
め
、基
本
を
学
べ
て

よ
か
っ
た
で
す
。そ
し
て「
対
象
と
す
る
学
年
・

学
科
、狙
い
、活
動
内
容
を
明
確
に
」と
い
う
教

え
は
、出
前
授
業
で
大
変
役
立
っ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
向
け
の
出
前
授
業
と
、大
人
向
け
の

葛
ソ
ム
リ
エ
育
成
の
両
輪
で
、吉
野
本
葛
を
塩

や
醤
油
と
同
じ
よ
う
な
台
所
に
欠
か
せ
な
い
調

味
料
に
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
目
標
で
す
。

川本 あづみ
（2021年度認定）

株式会社井上天極堂　葛ソムリエ
2000年の入社以降、商品開発や広報
を担当。2012年からは小学校への「出
前授業」や「葛ソムリエ」資格制度を
企画し、吉野本葛の魅力発信に努め
ている。

　

和
食
の
元
と
な
る
母
の
味
、家
庭
の
味
を
未

来
に
つ
な
い
で
い
き
た
い
と
い
う
想
い
か
ら
研
修

を
受
講
し
ま
し
た
。学
ん
で
い
く
中
で
、「
和
食

文
化
の
心
」を
改
め
て
認
識
で
き
た
こ
と
が
よ

か
っ
た
で
す
。ま
た
、郷
土
料
理
や
行
事
食
を
深

く
知
る
こ
と
が
で
き
、高
校
生
の
調
理
実
習
や

大
人
向
け
の
料
理
教
室
の
メ
ニ
ュ
ー
に
、た
こ
飯

や
ば
ち
汁
と
い
っ
た
地
元
兵
庫
県
の
郷
土
料
理

だ
け
で
な
く
、例
え
ば
長
崎
県
の
卓
袱
料
理

（
写
真
左
）の
よ
う
な
、全
国
各
地
の
郷
土
料
理

も
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

魚
さ
ば
き
教
室
で
は
、最
初
は
恐
る
恐
る
魚

に
触
っ
て
い
た
子
ど
も
や「
魚
は
苦
手
」と
話
し

て
い
た
子
ど
も
の
反
応
が
徐
々
に
変
わ
っ
て
い

き
、最
後
は
ニ
コ
ニ
コ
顔
で「
お
い
し
い
ね
」と
食

べ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。そ
の
こ
と
か
ら
感
じ

る
の
は
、喜
び
と
食
の
体
験
の
大
切
さ
で
す
。

和
食
文
化
は
、料
理
だ
け
で
な
く
季
節
や
歳
時

記
、器
、花
な
ど
も
合
わ
せ
て
伝
え
る
必
要
が

あ
り
ま
す
が
、ハ
ー
ド
ル
を
上
げ
ず
身
近
に
感
じ

ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
が
ま
た
次
世

代
へ
と
伝
え
て
い
け
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

川端 寿美香
（2021年度認定）

料理研究家
おもてなし料理や魚さばきの教室、兵
庫県漁連の魚さばき認定講師として
小中学校への食育・魚さばき指導を行
う。水産庁長官任命の「お魚かたり
べ」でもある。
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全
国
で
和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
動
し
て
い
る

先
輩
リ
ー
ダ
ー
の
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

学
校
給
食
の
現
場
で
目
に
し
た
子
ど
も
た

ち
の
和
食
離
れ
に
危
機
感
を
抱
き
、和
食
文
化

継
承
リ
ー
ダ
ー
研
修
を
受
講
し
ま
し
た
。

　

2
0
2
2
年
11
月
に
は
、同
僚
の
先
生
た
ち

や
、近
く
で
江
戸
東
京
野
菜
の「
志
村
み
の
早

生
大
根
」を
育
て
る
農
家
の
方
の
協
力
の
も

と
、モ
デ
ル
授
業「
大
切
に
し
た
い
食
文
化
を
知

ろ
う
」を
実
施
。か
つ
お
節
を
削
っ
た
り
、大
根

を
手
に
し
た
り
し
て
い
く
中
で
、子
ど
も
た
ち

の
反
応
が
ビ
ビ
ッ
ド
に
な
っ
て
い
っ
た
の
が
印
象

に
残
っ
て
い
ま
す
。保
護
者
か
ら
も
和
食
文
化

を
学
ぶ
授
業
の
継
続
を
求
め
る
声
が
あ
り
、手

ご
た
え
を
感
じ
ま
し
た
。さ
ら
に
、モ
デ
ル
授
業

が
ご
縁
で
地
元
産
の
野
菜
を
給
食
に
使
え
る
よ

う
に
。子
ど
も
た
ち
が「
〇
〇
さ
ん
の
大
根
だ

よ
ね
！
」と
食
材
に
興
味
を
示
し
て
く
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
も
、授
業
の
大
き
な
成
果
で
す
。

　

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
動
を
始
め
た
ば
か
り
で

す
が
、今
後
は
行
事
食
、郷
土
料
理
な
ど
も
取

り
入
れ
な
が
ら
、給
食
を
通
じ
て
子
ど
も
た
ち

か
ら
ご
家
庭
ま
で
、和
食
文
化
の
理
解
を
深
め

る
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

天野 美穂
（2022年度認定）

板橋区立緑小学校　学校栄養職員
2021年から板橋区立緑小学校に学校
栄養職員として勤務。子どもたちの和
食離れの実態を知り、給食の現場での
和食文化継承に力を注いでいる。

モデル授業で感じた手ごたえ

今後は行事食や郷土料理も

伝えていきたい

母
の
味
、
家
庭
の
味
を
無
く
し
た
く
な
い

そ
の
想
い
か
ら
和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
に

　

和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
研
修
は
、以
前
か

ら
受
講
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
日
程
が

合
わ
ず
、オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
と
な
っ
て
受
講
が

叶
い
ま
し
た
。研
修
で
は
全
国
各
地
の
様
々
な

職
種
の
方
と
出
会
い
、皆
さ
ん
が
取
り
組
ん
で

い
る
和
食
文
化
伝
承
の
実
践
に
触
れ
る
こ
と
が

で
き
、大
変
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。

　

私
は
、地
場
産
物
や
郷
土
料
理
を
使
っ
た
食

育
も
推
進
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
廃
れ
て
し

ま
っ
た
奈
良
時
代
の
食
文
化「
唐
菓
子
」や
、弘

法
大
師
が
起
源
と
い
わ
れ
て
い
る「
大
和
茶
」な

ど
も
教
材
に
し
て
お
り
、食
べ
つ
な
ぐ
こ
と
の

大
切
さ
を
児
童
や
保
護
者
に
伝
え
て
い
ま
す
。

以
前
行
っ
た「
大
和
茶
」を
テ
ー
マ
に
し
た
食
育

授
業
で
は
、試
飲
の
際
に「
か
ぶ
せ
茶
」で
あ
る

こ
と
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、「
や
っ
た
ー
！
」と
大

喜
び
し
た
子
ど
も
が
い
ま
し
た
。「
か
ぶ
せ
茶
」

は
、日
光
を
遮
っ
て
育
て
る
た
め
手
間
が
か
か
り

ま
す
が
、そ
の
分
う
ま
味
が
増
す
と
さ
れ
て
い

ま
す
。そ
の
価
値
や
お
い
し
さ
を
知
り
、理
解

し
て
い
る
子
ど
も
が
い
る
こ
と
に
、と
て
も
驚
か

さ
れ
る
と
と
も
に
和
食
文
化
を
伝
え
る
大
切

さ
を
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。

　

食
育
の
現
場
で
日
々
感
じ
る
こ
の
よ
う
な
想
い

を
、子
ど
も
た
ち
だ
け
で
な
く
、次
世
代
の
栄
養

教
諭
に
も
伝
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

山中 淳代
（2021年度認定）

奈良市立大宮小学校 栄養教諭
食文化をテーマに食育を推進。奈良市
食育・地産地消推進会議委員として、
商業施設での食育授業の実践や外部
団体と連携した体験型食育推進にも取
り組む。

和
食
文
化
継
承
の
重
要
性
を

次
世
代
の
栄
養
教
諭
に
も
共
有
し
た
い

先
輩
リ
ー
ダ
ー
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
レ
ポ
ー
ト

研修で得た和食文化の知見を

吉野本葛の普及に活かす

子どもたちへの魚さばき指導。魚を丸ごと調理し食
べることで、食への感謝を実感してもらい、地産地
消と一物全体も伝えたいと考えています。

モデル授業のために作成した資料。和
食文化継承リーダー研修で学んだこと
や、ともに学んだ全国の仲間からのアド
バイスが活かされています。

今では毎年50校以上が参加する吉野本葛の出
前授業。最初は苦手だと言っていても、自分たち
で作って食べると「おいしい！」という子どもがほと
んどです。

毎年12月に行われる「おん祭」。祭りの内容とともに、
祭りにちなむ郷土料理「奈良のっぺ」についても子ど
もたちに伝えています。
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食
文
化
の
体
験
を
増
や
し
て
あ
げ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。だ
し
の
味
が
分
か
ら
な
い
の
で
あ
れ

ば
、飲
ま
せ
れ
ば
い
い
。地
域
の
食
文
化
を
知
ら

な
い
の
で
あ
れ
ば
、郷
土
料
理
を
食
べ
さ
せ
れ

ば
い
い
。食
べ
物
を
大
切
に
し
て
も
ら
い
た
い
の

で
あ
れ
ば
、子
ど
も
た
ち
が
自
分
で
野
菜
を
育

て
る
機
会
を
つ
く
れ
ば
い
い
。そ
の
現
場
と
し

て
、学
校
給
食
を
も
っ
と
活
用
で
き
る
は
ず
だ

と
私
は
考
え
ま
す
。

　

和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
を
目
指
す
人
の

中
に
は
給
食
に
携
わ
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。

皆
さ
ん
に
は
研
修
で
得
ら
れ
る
知
識
を
活
か

し
、保
護
者
や
地
域
の
生
産
者
、郷
土
料
理
を

守
り
続
け
て
い
る
人
た
ち
、そ
し
て
全
国
に
い
る

リ
ー
ダ
ー
た
ち
と
積
極
的
に
連
携
し
て
い
っ
て

も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、み
ん
な
で

「
和
食
文
化
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
く
」

と
い
う
目
標
を
共
有
し
な
が
ら
、様
々
な
活
動

に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
で
す
。ご
活
躍

を
大
い
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

世
界
の
中
で
、う
ま
味
を
中
心
に
料
理
を
構

成
し
た
の
は
日
本
だ
け
。そ
れ
が
和
食
で
す
。し

か
し
近
年
、だ
し
の
味
を
知
ら
な
い
子
ど
も
た

ち
が
増
え
て
い
ま
す
。だ
し
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。子
ど
も
た
ち
が
自
分
の
住
む
地
域
の
食
材

や
郷
土
料
理
に
接
す
る
機
会
が
失
わ
れ
つ
つ
あ

る
こ
と
も
、私
は
大
変
危
惧
し
て
い
ま
す
。

　

和
食
を
食
べ
ず
に
育
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、

大
人
に
な
っ
て
も
作
ろ
う
と
し
な
く
な
り
、い

ず
れ
和
食
文
化
は
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
す
。そ

う
な
ら
な
い
た
め
に
私
た
ち
大
人
に
で
き
る
こ

と
は
、子
ど
も
た
ち
へ
の
食
育
に
つ
い
て
し
っ
か

り
と
考
え
、言
葉
で
伝
え
る
の
で
は
な
く
、和

村田 吉弘
菊乃井三代目主人
株式会社菊乃井代表取締役
NPO法人日本料理アカデミー理事長
一般社団法人全日本・食学会理事長
「日本料理を正しく世界に発信する」「公利の
ために料理を作る」をライフワークとし、和食
のユネスコ無形文化遺産への登録にも尽力
した。「現代の名工」（2012年）、「文化庁長
官表彰」（2017年）、「黄綬褒章」「文化功労
者」（ともに2018年）など受賞多数。

畑中 三応子
食文化研究家
編集プロダクション「オフィスSNOW」代表
編集者として約300冊の料理書を手がけ、近
現代日本の食文化を研究・執筆。第3回「食
生活ジャーナリスト大賞」ジャーナリズム部門
大賞受賞。著書に『〈メイド・イン・ジャパン〉の
食文化史』『カリスマフード：肉・乳・米と日本
人』（ともに春秋社）などがある。
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料
理
人
、食
文
化
研
究
家
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で

和
食
文
化
を
見
つ
め
る
村
田
氏
、畑
中
氏
か
ら

和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
を
目
指
す
人
へ
の
期
待
と
応
援
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。

　

勤
務
先
の
大
学
や
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
チ
ー

ム
で
子
ど
も
た
ち
と
接
し
て
い
る
と
、彼
ら
は

大
人
が
思
っ
て
い
る
以
上
に
自
分
が
住
ん
で
い

る
地
域
や
全
国
各
地
の
名
産
品
、郷
土
料
理
を

知
ら
な
い
こ
と
を
痛
感
し
ま
す
。そ
の
た
め
、グ

ラ
ウ
ン
ド
で
も
授
業
で
も
和
食
文
化
に
つ
い
て

話
題
に
す
る
よ
う
に
し
、ス
ポ
ー
ツ
の
遠
征
で

は
、現
地
の
食
べ
物
で
ア
ス
リ
ー
ト
の
補
食
に
適

し
た
物
が
あ
れ
ば
食
べ
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。三
重
県
遠
征
時
の「
赤
福
」、山
梨
県

遠
征
時
の「
ほ
う
と
う
」な
ど
が
大
好
評
で
し

た
。ま
た
、熱
中
症
予
防
や
朝
食
の
大
切
さ
か

ら
み
そ
汁
の
摂
取
を
推
奨
し
て
お
り
、中
高
生

や
ジ
ュ
ニ
ア
ア
ス
リ
ー
ト
向
け
の
レ
シ
ピ
サ
イ
ト

で
も
、地
元
の
み
そ
や
甘
酒
、野
菜
を
使
っ
た
レ

シ
ピ
を
積
極
的
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

私
自
身
も
、地
元
の
食
材
や
旬
の
食
材
を
食

べ
る
こ
と
、行
事
食
を
作
る
こ
と
を
心
が
け
て

い
ま
す
。今
後
も
ス
ポ
ー
ツ
栄
養
士
と
し
て
、和

食
文
化
に
関
連
す
る
情
報
発
信
や
調
理
実
習

を
行
い
、子
ど
も
た
ち
が
和
食
に
つ
い
て
自
然
に

考
え
る
よ
う
に
導
き
な
が
ら
、「
ご
は
ん
と
み
そ

汁
が
並
ぶ
朝
食
」で
元
気
に
ス
ポ
ー
ツ
に
取
り

組
ん
で
い
く
の
を
応
援
し
て
い
き
た
い
で
す
。

青島 千恵
（2021年度認定）

『NPO法人JUNSHIN SPORTS
CLUB』栄養アドバイザー
食育、スポーツ栄養、健康推進、介
護予防などを中心に、スポーツや
教育の現場で業務を行う。地域の
名産品や郷土料理も教材に積極
的に取り入れている。

栄
養
的
に
も
優
れ
た
和
食
で

ス
ポ
ー
ツ
を
頑
張
る
子
ど
も
た
ち
を
支
援

和
食
文
化
を
体
験
し

継
承
し
て
い
く
場
に

学
校
給
食
の
活
用
を

自
分
に
と
っ
て
の

和
食
文
化
と
は
何
か
を

見
出
し
て
も
ら
い
た
い

間
を
と
れ
る
生
活
の
ゆ
と
り
と
働
き
方
改
革
」

「
男
性
の
家
事
時
間
の
増
加
」が
前
提
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。そ
の
上
で
和
食
文
化
継
承

リ
ー
ダ
ー
の
皆
さ
ん
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き

た
い
の
が
、若
い
世
代
が
和
食
文
化
を
受
け
入

れ
た
く
な
る
よ
う
な
仕
掛
け
づ
く
り
で
す
。和

食
文
化
の
従
来
型
の
形
式
や
枠
を
取
り
払
っ
て

間
口
を
広
げ
た
り
、彼
ら
の
興
味
軸
に
あ
る
社

会
課
題
と
関
連
づ
け
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
り
す

る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
和
食
文
化
の
基
本
を
な
い
が
し
ろ

に
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。「
い
た
だ
き
ま
す
」「
ご

ち
そ
う
さ
ま
」を
言
っ
た
り
、食
事
の
マ
ナ
ー
を

守
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、食
育
基
本
法
施
行
以

降
の
若
い
世
代
の
方
が
意
識
し
て
い
る
と
い
い
ま

す
。こ
れ
は
食
育
の
大
切
さ
の
表
れ
で
す
。

　

和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
を
目
指
す
人
に

は
、研
修
で
知
識
と
考
え
方
を
身
に
つ
け
、「
自

分
に
と
っ
て
の
和
食
文
化
」を
見
出
し
て
、活
動

に
励
ん
で
い
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。　

　

日
本
人
は
食
に
対
し
て
柔
軟
で
、海
外
か
ら

き
た
食
材
や
調
理
法
で
も
好
奇
心
を
も
っ
て
受

け
入
れ
な
が
ら
多
様
性
を
実
現
し
て
き
ま
し

た
。そ
の
一
方
で
、食
の
地
域
性
が
守
ら
れ
、全

国
各
地
に
郷
土
料
理
が
根
づ
い
て
い
る
の
も
、

和
食
文
化
の
素
晴
ら
し
い
点
で
す
。

　

し
か
し
今
、日
本
は
食
料
自
給
率
が
低
下

し
、米
飯
主
体
の
食
事
構
成
も
崩
れ
て
お
米
を

食
べ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。ご
は
ん
を
主
食
に
、

四
季
の
恵
み
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
た
和
食

と
、和
食
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
文
化
の
維

持
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

私
は
、和
食
文
化
の
継
承
に
は
、「
調
理
の
時

令和4年度和食文化継承リーダーへのアンケート調査

和
食
文
化
継
承
リ
ー
ダ
ー
へ
の
応
援
メ
ッ
セ
ー
ジ

和食文化継承リーダー研修で学んだことを活かして教材
を準備。地元のおいしい食べ物や箸の持ち方の紹介な
どで、子どもたちが興味をもつように努めています。

受講者年代 研修を受講した先輩リーダーの声

職種

20代 3％
30代 8％

40代 32％50代 48％

60代 9％

栄養教諭
42％

管理栄養士
21％

教諭
10％

※先輩リーダーの所属、役職は2023年7月現在のものです

学校栄養職員
6％

その他 21％

先
輩
リ
ー
ダ
ー
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
レ
ポ
ー
ト

和食の魅力について再確認し、深く理解することができた。

和食文化を子育て世代、子どもたちに伝えていく大切さ、
必要性を改めて感じた。

他府県の方や違う職種の方々のお話が聞けてよかった。

和食文化の歴史的背景から学び、和食の重要性を理解できた。

データで見る

和食文化継承リーダー
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プログラム解説 研修は以下の3Stepで行われ、全課程を修了後に「和食文化継承リーダー」として認定されます。
（株）NTTドコモの動画学習サービス「gacco」、会議システム「Zoom」を使用したオンライン研修です。

基礎研修の
講座内容
（約10分×全12回）

●いつでも都合の
　よい時に受講可。
●専用のテキストを使用。
●1回ごとに理解度
　チェックテストを実施。

●以下の日程のうちいずれか１日に参加。
●要事前申し込み。
●やむを得ず参加できない場合は振替可。

Introduction　「和食」をもっと身近に

お問い合わせ先 ： 株式会社ぐるなび　和食文化継承リーダー研修 事務局　
MAIL ： washoku-kenshu@mail.gnavi.co.jp

お申し込みは下記URLまたはQRコードから
URL : https://ouchidewashoku.maff.go.jp/training/application/

実践研修の日程・講師
（約3時間40分×全１回）

①和食文化が世界の文化に ②和食文化を守り、つなぐ第1回 

Chapter１　暮らしの中に根付く「和食」

①豊かな自然の恵み ②季節を楽しむ第2回 

③おもてなしの心と食具文化 ④伝統的な作法や慣習第3回 

Chapter2　暮らしを豊かにする「和食」

①自然とともにある暮らし ②自然に寄り添った料理、和食第4回 

③食材の持ち味を活かす工夫 ④和食の変遷第5回 

⑤地域性のある調味料や食材第6回 

⑥健康で豊かな食生活の実現に向けて第7回 

Chapter3　暮らしを彩る「和食」

①和食文化の先進性 ②年中行事と「和食」第8回 

③「和食」の世界を楽しむ ④健康的な食生活への近道は和食第9回 

⑤地域に伝わる郷土料理第10回 

⑥世界で注目を集める日本の食・食文化第11回 

⑦「和食」から世界を変えるはじめ方第12回 

講師
東洋大学
食環境科学部
食環境科学科　

露久保 美夏准教授
●専門分野：調理科学、食文化
●一般社団法人和食文化国民会議調査・研究部会幹事
●一般社団法人日本家政学会食文化研究部会委員

Step 1 基礎研修

和食文化の価値を知る

和食の基本的な知識、魅力、暮らしの中での
楽しみ方、世界から注目されている理由を知
り、和食文化の豊かさと未来へと伝える大切
さを学びます。1回約10分、全12回の講座は、
全て動画学習サービス「gacco」を使ったオン
デマンド講座のため、全国どこでも、いつでも
受講できます。（参加無料）

受講期間 11月27日～2025年1月20日
（但し、実践研修参加日の前日までに受講を完了してください）

2025年2月25日レポート提出期限

講師
武庫川女子大学
幼児教育学科　

藤本 勇二教授
●研究分野生活科教育　初等理科教育ESD
　文部科学省食の指導の手引き作成委員
●今後の学校における食育の在り方に関する
　有識者会議委員
●文部科学省環境教育指導資料作成委員
●文化庁伝統文化親子教室事業に係る
　協力者会議委員

新潟県上越市立
柿崎小学校 教諭

舘岡 真一氏
●新潟県佐渡市出身
●『米の栽培と豚の飼育』『上越の御馳走』『妙高で受
け継がれてきた味』など地域素材を生かし、教科と総合
学習の関連を図った単元開発に取り組んでいる。身近
にある“当たり前”を見つめ直し、その価値に気付いて
いける子どもの育成を目指す。

受講期間 12月21日～2025年2月8日

Step 2 実践研修

和食文化の伝え方を知る

基礎研修で得た知識をさらに深めつつ、
「和食文化継承リーダー」に必要な、次世
代に和食文化をどのように伝えるかの実践
的な方法を学びます。約3時間40分、全１
回の講座は、会議システム「Zoom」を使っ
たオンラインのグループワークであるため、
全国どこからでも都合のよい日に参加でき
ます。（参加無料）

和食文化継承リーダー

認定

Step 3 実地研修

文化継承を実践する

「和食文化継承リーダー」としての実際の活
動を想定し、基礎研修や実践研修での学び
を活かして、職場など自身のフィールドで和
食文化の継承に関する活動を実践します。
活動後、「gacco」を使用してレポートを作
成・提出します。

Step1～３の修了を確認後、「和食
文化継承リーダー」として認定され
ます。
認定証が発行されるのに加え、農林
水産省のウェブサイト「おいしい和食
のはなし。」に氏名と所属都道府県
が掲載されます。和食文化の継承の
担い手として様々な場で力を発揮し
てください。

2024年 11月27日　  ～ 2025年1月20日
2013年にユネスコ無形文化遺産に登録され、世界中から注目されている
和食。今後も和食を未来へと受け継いでいくため、和食を知り、伝えていく
ことが重要です。この研修は、和食文化の魅力と文化継承の方法を学ぶ
機会を提供することにより、次世代に伝える担い手を育成するものです。

募集
期間

実施
期間

水 月

2024年11月27日　　 ～ 2025年2月25日水 火

オンライ
ン

研修

参加無料和食文化
継承リーダー研修
和食文化を伝える人材を育成する

幼稚園・保育所等の教諭・保育士・栄養士や
小学校の教諭・栄養教諭・学校栄養職員、
地域や各種メディアで和食文化継承活動を
行っている方など。　

●こんな方におすすめです。
□ 食育の授業で何をしたらいいか分からない。
□ 地元の郷土料理を伝えたい。
□ 和食文化を通じて子どもたちの人間性を育てたい。　

●活動の場のサポート
ご自身のフィールド以外での活動を希望される方は、
個別にご相談ください。

全都道府県

対象エリア

対象者

270名（先着順） ※定員に達した場合は、募集締め切り前に受付を終了いたします。募集
人数

「和食文化の理解を深め、
次世代への継承手法に
ついて学ぶ」

テーマ

 12月 21日（土） 12:30～16:10 藤本先生

 1月 18日（土） 12:30～16:10 舘岡先生

 2月 1日（土） 12:30～16:10 舘岡先生

 2月 8日（土） 17:30～21:10 藤本先生

企業・団体の方に特におすすめ

学校・教育関係者の方に特におすすめ

学校・教育関係者の方に特におすすめ

企業・団体の方に特におすすめ

農林水産省委託事業
「令和６年度マーケットイン輸出ビジネス拡大支援委託事業のうち訪日外国人対応による輸出促進連携支援事業（食文化の多角的な価値の整理・情報発信及び食文化コンテンツ関連の人材の高度化）」


