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給
食
の
歴
史
と

戦
後
の
新
し
い
給
食
の
役
割

近
年
、
子
ど
も
の
貧
困
が
社
会
問
題

と
な
り
、
そ
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の

１
つ
と
し
て
学
校
給
食
が
注
目
さ
れ
て

い
る
。
わ
が
国
で
の
国
公
私
立
小
学
校

に
お
け
る
現
在
の
給
食
普
及
率（
平
成

28
年
度
）は
99
・
2
％
で
あ
り
、
貧
困

児
童
に
と
っ
て
貴
重
な
食
環
境
に
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
つ

て
戦
時
中
の
日
本
に
は
今
の
よ
う
な
給

食
は
な
か
っ
た
。
学
童
期
の
給
食
と
い

う
食
環
境
の
有
無
は
、
果
た
し
て
高
齢

期
の
食
習
慣
に
影
響
を
残
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
ラ
イ
フ
コ
ー

ス
の
視
点
か
ら
、
学
校
給
食
を
中
心
と

し
た
食
環
境
に
つ
い
て
考
え
る
。

日
本
の
給
食
は
1
8
8
9
年
に
山
形

県
で
貧
困
児
童
の
救
済
の
た
め
に
始
ま

っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
太
平
洋
戦

争
に
よ
る
食
糧
事
情
の
悪
化
に
伴
っ
て

多
く
の
学
校
で
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
終
戦
後
の
1
9
4
6
年
12
月
の
文

部
・
厚
生
・
農
林
3
省
次
官
通
達「
学

校
給
食
実
施
の
普
及
奨
励
に
つ
い
て
」

が
新
し
い
学
校
給
食
の
ス
タ
ー
ト
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
47
年
1
月
よ
り
漸
次

開
始
さ
れ
た
戦
後
の
学
校
給
食
で
は
、

そ
の
狙
い
に
教
育
的
効
果
が
盛
り
込
ま

れ
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
栄
養
改
善

に
よ
る
健
康
の
保
持
増
進
と
疾
病
予
防

だ
け
で
な
く
、
栄
養
の
知
識
を
与
え
る

こ
と
、
食
事
訓
練
、
偏
食
の
矯
正
、
家

庭
に
お
け
る
食
生
活
改
善
に
寄
与
す
る

こ
と
や
円
満
な
社
交
生
活
の
指
導
な
ど

も
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
貧
困
児

童
だ
け
で
な
く
、
ク
ラ
ス
全
員
で
食
べ

る
給
食
は
貧
し
い
家
庭
の
子
ど
も
に
も

劣
等
感
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
偏
食
が

矯
正
さ
れ
、
子
ど
も
が
家
庭
で
栄
養
の

話
を
す
る
こ
と
に
よ
り
家
族
も
栄
養
知

識
が
増
え
た
こ
と
な
ど
が
報
告
さ
れ
て

い
る
。

給
食
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

戦
後
の
給
食
が
ス
タ
ー
ト
し
て
30
年

余
り
経
っ
た
1
9
8
0
年
、
給
食
が
国

民
の
食
生
活
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
か
を
18
～
40
歳
の
対
象
者

に
た
ず
ね
3
0
4
6
名
が
回
答
し
た
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査（
農
林
中
央
金
庫
）が
あ

る
。「
皆
と
一
緒
に
食
べ
ら
れ
る
の
が

う
れ
し
か
っ
た
」「
残
さ
な
い
よ
う
に
注

意
さ
れ
た
」と
い
う〈
学
校
給
食
の
思
い

出
〉と
と
も
に
、〈
学
校
給
食
で
受
け
た

影
響
〉で
は
、「
皆
で
食
べ
る
楽
し
さ
を

知
っ
た
」と
約
半
数
が
回
答
し
た
。
加

え
て
偏
食
是
正
効
果
、
食
器
具
利
用
へ

の
影
響
、
さ
ら
に
学
校
給
食
で「
よ
く

出
た
献
立
」は
食
嗜
好
に
強
い
影
響
を

及
ぼ
し
、
成
人
後
の
食
嗜
好
に
も
引
き

継
が
れ
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い

る
。
約
3
0
0
0
人
の
調
査
で
は
あ
る

が
、
成
人
期
の
食
習
慣
に
少
な
か
ら
ず

影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。

食
習
慣
に
関
連
す
る
環
境
因
子

食
習
慣
は
人
生
の
早
い
時
期
に
確
立

す
る
と
い
わ
れ
、学
童
や
青
年
期
で
は
、

家
庭
と
学
校
が
重
要
な
食
の
環
境
要
因

で
あ
る
。
家
庭
に
お
い
て
、
た
と
え
ば

野
菜
や
果
物
を
食
べ
て
い
る
子
ど
も
の

家
庭
は
、
両
親
が
高
学
歴
・
高
所
得
で

あ
っ
た
り
、
両
親
が
野
菜
を
実
際
に
よ

く
食
べ
て
い
た
り
、
食
べ
ら
れ
る
野
菜

や
果
物
が
家
庭
に
置
い
て
あ
る
傾
向
が

あ
る
。
一
方
、
学
校
に
お
い
て
は
、
学

校
で
買
え
る
食
べ
物
や
自
販
機
、
提
供

さ
れ
る
ラ
ン
チ
な
ど
の
影
響
が
大
き

く
、
ス
ナ
ッ
ク
や
ソ
フ
ト
ド
リ
ン
ク
な

ど
が
身
近
に
あ
る
と
、
高
エ
ネ
ル
ギ
ー

摂
取
が
習
慣
化
し
、
野
菜
や
果
物
摂
取

が
少
な
い
傾
向
に
あ
る
。

野
菜
や
果
物
の
摂
取
は
、
慢
性
疾
患

予
防
に
重
要
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で
は

い
ず
れ
の
世
代
に
お
い
て
も
推
奨
量
に

学校給食という食環境と食習慣
―ライフコースの視点から―

地域がわかるデータの読み方

柳 奈津代、近藤 克則
千葉大学予防医学センター

戦前・戦中世代でみられる野菜や果物の摂取量の格差。しかし、戦後世代ではこの格差がみられないそうです。それはなぜなのか？ 
戦後の給食を軸に考察します。

(C) 2019 日本医療企画.
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達
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

栄
養
や
健
康
へ
の
知
識
や
認
識
が
低
い

だ
け
で
な
く
、
野
菜
や
果
物
の
価
格
が

高
い
こ
と
、
野
菜
を
一
定
量
以
上
食
べ

る
に
は
料
理
の
ス
キ
ル
が
必
要
な
こ
と

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研

究
か
ら
、野
菜
・
果
物
摂
取
に
関
し
て
、

所
得
や
教
育
歴
な
ど
の
社
会
経
済
的
状

況
が
高
い
人
で
摂
取
が
多
い
傾
向
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
栄
養
知
識
や
自

己
効
力
感
な
ど
も
、
野
菜
・
果
物
摂
取

と
の
関
連
が
み
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
も
元
を
た
ど
れ
ば
社
会
経
済
的
状
況

が
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
お

り
、
社
会
経
済
的
状
況
も
食
習
慣
に
関

連
す
る
重
要
な
環
境
要
因
と
い
え
る
。

ラ
イ
フ
コ
ー
ス
疫
学
研
究

ラ
イ
フ
コ
ー
ス
疫
学
で
は
、胎
児
期
、

幼
少
期
、
青
年
期
、
そ
の
後
の
成
人
期

に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
の
影
響
を

長
期
的
な
視
点
で
と
ら
え
、
健
康
へ
の

影
響
を
調
べ
る
。

日
本
老
年
学
的
評
価
研
究

（
J
A
G
E
S
）で
は
、
健
康
長
寿
社
会

を
め
ざ
し
た
予
防
政
策
の
科
学
的
な
基

盤
づ
く
り
を
目
的
と
し
て
、
要
介
護
認

定
を
受
け
て
い
な
い
65
歳
以
上
の
者
を

対
象
に
全
国
の
市
町
村
と
共
同
し
て
研

究
を
行
っ
て
い
る
。

J
A
G
E
S
が
2
0
1
0
年
に
1
万

9
9
2
0
人
の
高
齢
者
を
対
象
に
、
15

歳
当
時
の
自
身
の
生
活
レ
ベ
ル
を
た
ず

ね
、
高
・
中
・
低
の
3
グ
ル
ー
プ
に
分

け
て
解
析
し
た
と
こ
ろ
、
子
ど
も
の
時

の
生
活
レ
ベ
ル
が
低
か
っ
た
人
た
ち
で

は
、
高
齢
期
に
野
菜
・
果
物
を
毎
日
食

べ
な
い
リ
ス
ク
が
36
％
高
い（
vs 

生
活

レ
ベ
ル
高
い
群
、年
齢
・
性
別
で
調
整
）

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
子
ど
も
の
頃
の
生

活
レ
ベ
ル
と
高
齢
期
の
食
行
動
に
関
連

が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
を
年
代
別
に
解
析
し
て
み
る
と
、
戦

前
・
戦
中
期
に
小
学
生
だ
っ
た
年
代
で

は
格
差
が
み
ら
れ
た
の
に
対
し
、
戦
後

の
学
校
給
食
が
普
及
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
年
代
で
は
こ
の
関
係
は
み
ら
れ

な
か
っ
た
。
こ
の
調
査
で
は
給
食
の
経

験
を
直
接
た
ず
ね
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
時
期
や
地
域
を
史
実
と
照
ら
し
て

疫
学
的
な
手
法
で
解
析
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
戦
後
の
給
食
が
め
ざ
し
た「
栄

養
の
あ
る
も
の
を
食
べ
て
身
体
を
つ
く

り
、
学
校
で
栄
養
知
識
や
よ
い
食
習
慣

を
得
て
家
庭
に
も
ち
帰
り
、
学
級
の
仲

間
と
一
緒
に
食
べ
て
社
会
性
を
養
う
」

と
い
う
教
育
的
効
果
に
よ
っ
て
、
子
ど

も
期
の
生
活
レ
ベ
ル
が
低
く
て
も
高
齢

期
に
野
菜
・
果
物
を
毎
日
食
べ
る
と
い

う
健
康
的
な
食
生
活
に
つ
な
が
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

給
食
の
あ
る
環
境

日
常
の
食
事
に
お
い
て
、
給
食
が
あ

る
場
合
と
な
い
場
合
の
環
境
に
つ
い
て

表
１
に
ま
と
め
た
。
給
食
が
な
い
環
境

で
は
、
会
話
の
弾
む
楽
し
い
食
卓
も
あ

る
一
方
、
孤
食（
一
人
で
食
べ
る
）や
個

食（
1
人
ひ
と
り
違
う
も
の
を
食
べ

る
）、
安
く
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
高
い
ジ

ャ
ン
ク
フ
ー
ド
や
野
菜
不
足
も
考
え
ら

れ
、
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
れ
ば
満
足

な
食
事
が
と
れ
な
い
可
能
性
も
あ
る
。

ま
た
、
給
食
の
応
用
例
と
し
て
、
高
齢

者
で
は
孤
食
が
う
つ
発
症
の
リ
ス
ク
を

高
め
る
た
め
、
１
人
で
食
べ
る
よ
り
サ

ロ
ン
で
の
会
食
な
ど
皆
と
一
緒
に
食
べ

る
こ
と
で
う
つ
発
症
予
防
が
期
待
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
と
め

本
稿
で
は
、
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
視
点

か
ら
、
戦
後
の
給
食
の
影
響
や
食
習
慣

の
関
連
要
因
、
給
食
の
有
無
と
環
境
に

つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
近
年
で
は
、
学

校
給
食
に
お
け
る
課
題
も
議
論
さ
れ
て

い
る
が
、
給
食
制
度
は
海
外
か
ら
栄
養

面
だ
け
で
は
な
い
側
面
に
も
注
目
が
寄

せ
ら
れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
の
現
在

だ
け
で
な
く
、
将
来
ま
で
の
長
期
的
影

響
を
考
慮
し
た
給
食
制
度
の
検
討
が
必

要
で
あ
る
。
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給食がある環境 給食がない環境

食事の内容

栄養士によるバランスの取れた献立
全員が同じものを食べる
栄養知識を得る機会
地場農産物の利用

好みに応じた献立
身近にある食べ物
個食の可能性
保護者などの栄養知識・所得などに依存

食事をする場所
教室・ランチルーム
衛生面に配慮

場合によっては、衛生面に配慮されていな
い可能性もある

食事の準備
調理は担当の調理員
配膳は児童・生徒も参加してチームで準備
栄養教諭やクラス担任とのかかわり

料理のスキルを得られる機会がある一方、
既製品では準備の必要がない

食事の相手
学級・学年・学校全体など規模に応じてさ
まざま
一緒に食べる仲間がいる

家族・同居者・仲間など状況に応じてさま
ざま
孤食の可能性

地域がわかるデータの読み方

地域栄養経営講座①

表１　給食のある環境とない環境での食事の要因の比較

(C) 2019 日本医療企画.




