
計画の目標 あらゆる世代の県民が、身近な地域で、主体的に参加、実践できる
生涯食育社会の実現を目指します。

ライフステージでみる「食育」のポイント

●幼年期（0～4歳） 　－育つ－　心身の健康づくりの基礎が作られる重要な時期
・保護者が食事の担い手。様々な食べ物に触れ、関心を持ち、食べる意欲を広げる。
・家族や友だちと食卓を囲み、食事をおいしく楽しみながら、マナーの基礎を身につける。

●少年期（5～14歳）　－学ぶ－　生活習慣（生活リズム）が形成される時期
・早寝、早起き、朝ごはんを基本に、規則正しい生活のリズムを定着させる。
・農業生産や調理などの様々な体験を深め、食を学び、食に対する感謝の心を育てる。

●青年期（15～24歳）　－大人になる－　子どもから大人に移行する時期
・成長する喜びを実感し、身についた生活習慣や食生活を維持する。
・食品の安全や衛生などについて判断し、適切に取り扱う知識や技術を身につける。

●壮年期（25～ 44歳）　－活動する－　社会的には主軸となって働き、家庭を築く時期
・食生活や健康管理を自らの判断で担い、バランスのとれた体型を維持する。
・家庭では、家族と食卓を囲み、次世代の子どもの食育に積極的に取り組む。

●中年期（45～ 64歳）　－熟す－　社会的には成熟を迎え、新しい生活に転換する時期
・身体の変化に応じ、生活習慣や食生活を再点検し、健康管理に努める。
・次世代の子どもに伝統食、郷土料理などの食文化を継承する役割を担う。

●高年期（65歳以上）　－稔る－　人生の完成期で、豊かな収穫を得る時期
・食を楽しみ、生きがいのある生活を送るために、身近な地域で人との交流を保つ。
・地域の食育活動に積極的に参加し、これまでに培った知識や食文化を伝える。
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生涯にわたる食育サークル

今、食育サークルの中で、「若い世代」と「妊産婦」「母親・父親」をつないでいる部分がよわくなっています。
（若い世代は、欠食ややせ願望、肥満、食生活の技術・知識不足などの多くの問題が指摘されています）
家庭・教育機関・職域・地域をつなぎ、次の世代に食育を受け継ぐために、「若い世代」の食育が重要になっています。
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食循環（環境～生産～調理～食べる～健康はつながっている）

　
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
個
人
の
中
で
完
結
さ
れ
て
し
ま
う

の
で
は
な
く
、
地
域
や
環
境
を
含
め
た
様
々
な
つ
な
が
り
と
広
さ

を
も
っ
た
行
動
な
の
で
す
。

　
つ
ま
り
、「
食
育
」は
、
こ
の
「
食
循
環
」を
円
滑
に
す
る
た
め
に

も
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
で

「
食
育
」は
変
わ
る
？

　
乳
幼
児
か
ら
高
齢
者
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
で
、
生

活
シ
ー
ン
に
応
じ
た
食
育
を
生
涯
に
わ
た
り
「
つ
づ
け
る
こ
と
」が

必
要
で
す
。

　
子
ど
も
の
時
（
乳
幼
児
期
）に
は
じ
め
た
食
育
は
、
ラ
イ
フ
ス

テ
ー
ジ
で
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
で

し
ょ
う
か
？

　
離
乳
期
を
過
ぎ
れ
ば
、
子
ど
も
も
大

人
も
お
年
寄
り
も
、
同
じ
食
品
や
料
理

を
食
べ
て
い
ま
す
。
病
気
や
加
齢
な
ど
、

状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
が
、
基
本
的
に
は
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

で
食
べ
る
も
の
が
変
わ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
変
わ
る
の
は
、
食
べ
る
量
や

食
べ
方
、
ま
た
、
食
べ
る
環
境
や
食
べ
る

行
動
に
至
る
ま
で
の
考
え
方
な
ど
で
す
。

　
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
心
と
身
体
を
健

や
か
に
保
つ
も
の
で
、「
食
育
」
と
し
て

と
て
も
大
事
な
要
素
で
す
。
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「
食
育
」と
は
何
か
、 

も
う
一
度
、
食
育
基
本
法
で

確
認
し
て
み
よ
う
。

食
育
と
は
、

○
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
こ
と （
食
育
基
本
法
前
文
よ
り
）

食
べ
て
、い
い
こ
と 

み
つ
け
よ
う
！

　
食
育
と
は
、「
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
力
で
健
全
な
食
生
活
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
力
を
育
て
る
こ
と
」の
よ
う
で
す
ね
。

　
つ
ま
り
、「
食
べ
る
こ
と
で
生
き
る
た
め
の
力
が
つ
く
！
」こ
と
で

す
。
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、言
い
換
え
れ
ば
「
食
べ
か
た
に
よ
っ

て
は
力
が
つ
か
な
い
、
ま
た
は
、
力
が
お
ち
る
こ
と
も
あ
る
」と
い

う
こ
と
で
す
。

　
あ
な
た
の
生
き
る
力
は
、
あ
な
た
の
心
と
身
体
を
支
え
て
い
ま

す
か
？

　
ち
ゃ
ん
と
食
べ
て
、
生
き
る
力
が
つ
け
ば
、
あ
な
た
の
未
来
に
は
、

き
っ
と
「
い
い
こ
と
」が
み
つ
か
り
ま
す
。
あ
な
た
の
「
い
い
こ
と
」

は
ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

「食育」って子どもに関係するだけじゃないの？

「
食
育
」は
「
地
域
」や
「
環
境
」と

つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
私
た
ち
が
「
い
た
だ
き
ま
す
」と
口
に
運
ぶ
も
の
は
ど
こ
か
ら
き

て
、
ど
こ
へ
い
く
の
で
し
ょ
う
か
？

　
食
べ
る
も
の
は
、
自
然
環
境
の
中
で
生
産
さ
れ
、
流
通
、
販
売
、

調
理
さ
れ
て
食
べ
ら
れ
ま
す
。
ち
ゃ
ん
と
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

健
康
な
心
と
身
体
を
つ
く
り
、
次
の
生
産
活
動
へ
と
つ
な
が
る
と
い

う
循
環
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
私
た
ち
の
食
べ
る
と
い
う
行
動
は
、
様
々
な
心
理
的
、
環

境
的
な
影
響
を
受
け
、
食
文
化
の
形
成
や
継
承
、
食
料
自
給
率
、
食

物
の
廃
棄
や
環
境
汚
染
な
ど
に
関
わ
る
幅
広
い
活
動
が
生
ま
れ
ま

す
。

あ
な
た
は
「
食
育
」
し
て
ま
す
か
？

地域

教育機関

放課後児童
クラブの活動

学校給食

学校の教科
の中で食育

幼稚園・
保育所給食

家庭

食生活の
技術の習得味覚の醸成

食事の
マナーの習得

朝食をしっかり
食べる

家族でそろって食卓を囲む

伝統食や郷土料理の伝承

食の生産現場
見学受入れ

地産地消
商品開発

生活習慣病等
保健指導

農業体験

離乳食教室
おやこの食育教室

伝統食・
郷土料理教室

職域

従業員食堂で
ヘルシーメニュー

提供

従業員や
家族に健康教育

食環境整備
の支援

栄養表示など

ち
ゃ
ん
と
食
べ
る
と
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
い
き
い
き
と
、
き
っ
と
「
い
い
こ
と
」あ
る
よ
！
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食に関する
ボランティア活動

学生食堂で
情報提供

専門知識の習得
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子ども
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