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要旨 

本研究では中国温州市での「食育」の推進に向けた具体的な提案を行うことを目的としてい

る。そのため、「食育」の普及が進んでいる日本の「食育」を参考に「食育」活動促進の成功の

鍵、実行するにあたっての課題を把握、分析した。そして、実際に中国で「食育」を推進する際

の課題と対処法を探求した。まずは日本と中国の「食育」のための歴史と政策を比較した。次に

現状把握として中国温州市の小学校と中学校の生徒、保護者、教員を対象とした「食育」に関す

る意識調査を行った。日本では事例研究として、稲花小学校と自由学園を訪問、見学し、「食

育」担当教員から実際の運営方法についてのインタビューを行った。結果、「食育」を通して生

徒の「生きる力」を育むという、より深い観点を理解し、中国においてもその意義の重要性は高

いと再確認し、「食育」促進のための提案を示した。 

第一章では、日本の「食育」の歴史、政策、現在の普及率を概観した。「食育基本法」や「学

校給食法」の制定など、国全体で「食育」推進の重要性を強調してきたことが明確となった。 

第二章では、中国の「食育」の歴史と現状を探った。中国における「食育」は、医食同源の伝

統的な理念を持ちつつも、近代化の進展と共に新たな課題が生じていることが指摘された。特

に、改革開放政策以降の食生活の変化に対応するための国家レベルでの政策展開が必要であるこ

とが示された。 

第三章では、中国温州市の現状分析として意識調査を行い、温州市の小中学校では、「食育」

への取り組みが不十分であり、学校と保護者間のコミュニケーションの欠如、食材の産地や栄養

知識に関する情報源の不足が明らかにされた。 

第四章では、日本の事例調査結果を分析した。給食を通じた多様な教育プログラムの実施は、

栄養教育の充実、地域との連携強化などに加え、「食育」成功の重要な要素として、生徒の学習

意欲向上、学習効果増大、そして逆境力やコミュニケーション力など、文科省でも目的として挙

げられている「生きる力」を育成する効果があることが示された。 

第五章では、上記の調査結果に基づき、温州市における「食育」推進のための具体的な提案と

して、経費の確保、施設と設備の整備、専門スタッフの育成、給食時間と場所の調整、保護者の

協力などを主要課題として示した。また、地元企業や農業組合との連携、家庭での「食育」支

援、学校教育との融合など、具体的な解決策も提示した。 

最終章では、本研究が貢献し得る点と、今後の課題をまとめた。本研究は、中国温州市におけ

る「食育」の現状をふまえたうえで、日本の事例を参考にした「食育」推進方法を探求し、学校

給食プログラム改善の重要性とその実践方法に新たな視点を明示した。本研究は、「食育」の普

及と推進の重要性を指摘し、実践的な事例と課題を提供することで、今後の「食育」推進に向け

た実践的な指針を提供するものである。今後の課題として、温州以外の地域での「食育」実践の

可能性の探求、全体としての評価方法の開発、プログラムの改善策の考案に努めたい。これから

は、中国の他地域や他の国々での「食育」の普及と推進に向けた研究につなげたい。 
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Abstract 

This study aims to understand the current state and challenges of “Shokuiku” (food 

education) in Wenzhou, China, and to propose concrete measures for the promotion of 

“Shokuiku” learning from the Japanese practices. Japan was more advanced in the promotion 

of “Shokuiku” compared to China, reviewing the history and government policies on 

“Shokuiku.”  The survey was conducted to grasp the current situation and understand the 

interests on “Shokuiku” (food safety and implementation of “Shokuiku”) by the students, 

parents and teachers of the elementary and junior high schools in Wenzhou. The visits to the 

Inaka Elementary School and Jiyugakuen in Tokyo, Japan, and the interviews with the 

teachers in charge of “Shokuiku” clarified the importance and the meaning of “Shokuiku” and 

how they implement the programs. Then the suggestions are made to promote “Shokuiku” 

more effectively in Wenzhou, China, based on the learnings from the cases in Japan. 

Chapter 1 overviewed the history and policies of “Shokuiku” in Japan, emphasizing the 

importance of nationwide promotion of “Shokuiku” based on the “Basic Act on Shokuiku” 

and the School Lunch Law. It revealed that Japan has been advancing “Shokuiku” through 

school lunches, focusing on nutritional education and respect for food culture, and basic 

human skills such as communication competence and resilience. 

Chapter 2 explored the history and current state of “Shokuiku” promotion by the government 
in China. China, though it has the history with the Eastern Medicine of valuing the food as 

part of maintaining health, the “Shokuiku” was not as promoted in modern China. There is a 

need for national-level policy to promote “Shokuiku” to respond to the diet changes since 

the Reform and Opening-up. 

Chapters 3 analyzes the results of the surveys and interviews conducted to the students, 

parents and teachers at the grade school and junior high school in Wenzhou, China. In those 

schools, the implementation of “Shokuiku” was found to be insufficient, with a lack of 

communication between schools and parents and a shortage of information about the food 

products (production area, nutritional information etc.) 

Chapter 4 analyses two in-depth case studies on how the “Shokuiku” has been carried out by 

two renown schools on the implementation of Shokuiku in Tokyo, Japan: Inaka Elementary 

School and Jiyugakuen. Both schools emphasized the effects of learning through the process 

of food preparation, eating and cleaning up together. Students learn not only about food but 

also basic skills to communicate, work in team and practice self-reliance and resilience. 

Students effectively learn various subjects such as Chinese characters, biology and geology 

through school lunches and other activities. The key elements for successful “Shokuiku” 

include guaranteeing to provide safe and healthy food, strengthening community 
collaboration, exploring creative ways to teach various subjects through school lunch and 

other food-related activities. 

Chapter 5 proposes concrete measures for the promotion of “Shokuiku” in Wenzhou based on 

these findings above. Securing funding, facility and equipment development, professional staff 
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training, adjusting mealtimes and locations, and parental cooperation were identified as major 

challenges. In addition, collaboration with local businesses and agricultural cooperatives, 

support for “Shokuiku” at home, and integration with school education were proposed as 

concrete solutions. 

The final chapter summarizes the contributions of this study and future research directions. 

This study clarified the current state of “Shokuiku” in Wenzhou, China, and explored methods 

of promoting “Shokuiku” based on Japanese examples. This research has provided new 

perspectives on the importance and practical methods of school lunch programs. Additionally, 

it offered guidelines for the dissemination and promotion of “Shokuiku” in other regions of 

China and other countries. I would like to continue exploring how to 

promote “Shokuiku” practices in other regions, developing evaluation methods, and improving 

programs. 

In summary, this study highlighted the importance of disseminating and promoting 'Shokuiku', 

providing practical examples and challenges, and offered practical guidelines for future 

“Shokuiku” initiatives. I hope to continue exploring the ways to promote “Shokuiku” in all 

regions of China and other countries. 
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