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 資料１　数値目標一覧

全体目標と共通目標

目　　標 指　　　　標
基準年度
（H26）

目標年度
（H31）

担当所属

全体目標 県民の健康寿命
男性 71.07年 72.30年

保健予防課
女性 75.27年 76.20年

共通目標

食育に関心を持っている県民の割合
（関心がある、どちらかというと関心がある）

80.7％ 90％以上 保健予防課

食育に関心を持っている県民の割合（関心がある） 32.2％ 50％以上 保健予防課

アウトカム指標

基本方針１　若い世代への食育の推進

指　　　　標 基準年度（H26）目標年度（H31） 担当所属

主要指標
ほとんど朝食を食べない若い世代（20～30歳代）
の割合

男性 15.1％
10％以下 保健予防課

女性 10.1％

意識・知識

郷土料理や、伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理
や味について知っている若い世代（20～30歳代）の割合

49.5％ 60％以上 保健予防課

食品の安全に関する基礎的な知識を持っている若い世代（20
～30歳代）の割合【食中毒予防の３原則を理解している割合】

49.5％ 60％以上 食品・生活衛生課

行　　動

「食事バランスガイド」などの食事に関する指針を参考にしてい
る妊産婦の割合

64.9％ 80％以上 保健予防課

自ら調理し、食事を作る若い世代（20歳代）の割合 21.4％ 25％以上 保健予防課

 基本方針２　多様な暮らしを支える食育の推進

指　　　　標 基準年度（H26）目標年度（H31） 担当所属

主要指標 朝食又は夕食を家族や友人と一緒に食べる「共食」の回数 9.9回／週
11回以上

／週
保健予防課

意識・知識

食品の安全に関する基礎的な知識を持っている県民の割合
【食中毒予防の３原則を理解している割合】

62.3％ 70％以上 食品・生活衛生課

どんな食材をどれだけ食べたらよいかを知っている県民の割合 45.5％ 55％以上 保健予防課

噛み方、味わい方といった食べ方に関心のある県民の割合 62.7％ 70％以上 保健予防課

行　　動

地域等で共食したいと思う人が共食する割合 ─ 70％以上 保健予防課

朝食を全く食べない小学生・中学生の割合
小学生 0.6％ 0％

(教)健康体育課
中学生 1.4％ 0％

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日食
べている県民の割合

35.2％ 40％以上 保健予防課

「食事バランスガイド」などの食事に関する指針を参考にしてい
る県民の割合

62.3％ 70％以上 保健予防課

食事の正しいマナーや作法の習得を実践している県民の割合 25.4％ 50％以上 保健予防課

ゆっくりとよく噛んで食べる県民の割合 ─ 55％以上 保健予防課

食べ物と健康の関係を理解した食事を実践している県民の割合 41.0％ 50％以上 保健予防課
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 基本方針３　食の循環・環境に配慮した食育の推進

指　　　　標 基準年度（H26）目標年度（H31） 担当所属

主要指標 生産から消費までのプロセスを理解し、実践している県民の割合 8.2％ 10％以上
保健予防課
ぐんまブランド推進課

意識・知識

リスクコミュニケーションという言葉を知っている県民の割合 11.4％ 20％以上 食品・生活衛生課

食品の廃棄を減らす方法について知っている県民の割合 45.4％ 55％以上 保健予防課

エネルギー（カロリー）などの栄養表示の見方を知っている県民
の割合

67.0％ 75％以上 保健予防課

農林漁業体験活動に参加したいと思う県民の割合 11.3％ 15％以上
保健予防課
食品・生活衛生課

郷土料理や、伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理
や味について知っている県民の割合

51.2％ 60％以上 保健予防課

行　　動

地場産物の購入を実践している県民の割合 32.4％ 50％以上
保健予防課
ぐんまブランド推進課

食べ残しや食品の廃棄の削減を実践している県民の割合 41.3％ 50％以上
保健予防課
ぐんまブランド推進課

食品購入時、栄養成分等を確認している県民の割合 69.3％ 80％以上 食品・生活衛生課

環　　境
食農体験学習をしている幼稚園・保育所・認定こど
も園の割合

幼稚園 95.0％ 100％
学事法制課
保健予防課
(教)健康体育課

保育所 93.7％ 100％ 子育て・青少年課
保健予防課認定こども園 ─ 100％

 基本方針４　食育を推進する社会環境づくり

指　　　　標 基準年度（H26）目標年度（H31） 担当所属

主要指標 食育推進計画に基づき食育を推進している市町村の割合 （※）100％ 100％ 保健予防課

環　　境

事業所における給食運営と健康管理部門との連携の割合 69.7％ 75％以上 保健予防課

食育の指針や計画を定めている幼稚園・保育所・認
定こども園の割合

幼稚園 57.7％ 100％
学事法制課
保健予防課
(教)健康体育課

保育所 93.9％ 100％ 子育て・青少年課
保健予防課認定こども園 ─ 100％

学校給食における県産食材利用割合（食材数ベース） 32.5％ 30％以上
ぐんまブランド推進課
(教)健康体育課

学校給食における物資選定委員会設置割合 91.7％ 100％ (教)健康体育課

食に関する学年別年間指導計画を作成し、推進して
いる小学校・中学校の割合

小学校 47.2％ 100％
(教)健康体育課

中学校 42.9％ 100％

食物アレルギーの対応をしている給食施設の割合 75.0％ 80％以上 保健予防課

肥満とやせの把握をしている給食施設の割合 89.1％ 100％ 保健予防課

※平成27年度末の数値
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アウトプット指標

テーマ 指　　　　標 基準年度（H26）目標年度（H31） 担当所属

テーマ１
家庭における食育 おやこの食育教室開催数及び参加人数

回数 171回／年 維持
保健予防課

人数 3,842人 維持

本県のオリジナル食育教材の種類 10種類 維持 保健予防課

妊産婦のための食育支援研修会の開催 １回／年 １回／年 保健予防課

若い世代食育推進協議会の開催 ２回／年 ２回／年 保健予防課

元気県ぐんま21（第２次）調理講習会実施協議会数 14協議会 15協議会以上 保健予防課

テーマ２
学校・幼稚園・保
育所・認定こども
園における食育

学校における食育推進のための各種会議・研修会の開催 ２回／年 ２回／年 (教)健康体育課

親子食品科学教室等の開催 ２回／年 ２回／年 食品・生活衛生課

夏休み親子セミナーの開催 ２回／年 ２回／年 食品・生活衛生課

郷土食や地場産物等を活用した献立についての研修会の開催 ─ １回／年 (教)健康体育課

学校給食ぐんまの日に ｢おっきりこみ｣ を提供する学校給食施設数 160施設 180施設以上 (教)健康体育課

スポーツ栄養のための人材育成事業の実施 １回／年 １回／年 保健予防課

学校における食物アレルギー対応研修会の開催地区数 ２地区／年 ２地区／年 (教)健康体育課

給食担当職員研修会の開催 １回／年 １回／年 子育て・青少年課

テーマ３
地域における食育

「元気県ぐんま21協力店」店舗数 1,300店舗 1,500店舗 保健予防課

健康情報ステーション設置数 533施設 700施設 保健予防課

行政栄養士等地域保健研修会の開催 １回／年 １回／年 保健予防課

食育推進リーダースキルアップ研修会の開催 ─ ３回／年 保健予防課

特定健診・保健指導に係る人材育成研修会の開催 ５回／年 ５回／年 保健予防課

高齢者の食育支援のための研修会の開催 １回／年 １回／年 保健予防課

乳幼児の「食べる機能支援」に取り組む市町村数 ─ ４カ所 保健予防課

テーマ４
生産者と消費者と
の交流・環境と調
和のとれた農業の
活性化

首都圏におけるグリーン・ツーリズムキャラバンの実施 ５回／年 ５回／年 農村整備課

グリーン・ツーリズム受入体制の整備
（グリーン・ツーリズム実践団体への支援）

４団体 ４団体 農村整備課

やま・さと応縁隊の活動団体への支援 ４団体 ４団体 農村整備課

ぐんま地産地消推進優良店の認定数 13店舗 50店舗 ぐんまブランド推進課

テーマ５
食文化の継承のた
めの活動

ぐんまの伝統食普及のためのテキストの作成 ─ ２種類 保健予防課

食育の推進に関わるボランティア数 4,772人 5,000人 保健予防課

食文化普及のための研修会の開催 ─ １回／年 保健予防課

調理師研修会の開催 ２回／年 ２回／年 食品・生活衛生課

テーマ６
食品の安全性、栄
養・食生活に関す
る調査、研究、情
報提供

食の現場公開事業登録事業者数 65事業者 70事業者 食品・生活衛生課

農産物の安全・安心セミナーの開催 ５回／年 ５回／年 食品・生活衛生課

「ぐんま知っ得食品表示」の発行回数 ２回／年 ２回／年 食品・生活衛生課

消費者を対象とした食品表示セミナーの開催 ─ ３回以上／年 食品・生活衛生課

リスクコミュニケーション事業の年間参加人数 1,963人 2,000人 食品・生活衛生課

「ぐんま食の安全情報」の年間発行部数 8.1万部 10万部 食品・生活衛生課

「ぐんま食の安全・安心インフォメーション」（HP)閲覧数 55万件／年 60万件／年 食品・生活衛生課

県民健康・栄養調査の実施（５年に一度） 平成22年度実施 平成28年度実施 保健予防課

食品の安全等に関する県民意識調査の実施 平成26年度実施 平成30年度実施
保健予防課
食品・生活衛生課

テーマ７
食育推進運動の展開
と社会環境づくり

地域食育推進ネットワーク体制の整備 ５カ所 ５カ所 保健予防課

ぐんま食育応援企業との連携イベントの開催 １回／年 １回／年 保健予防課

ぐんま食育応援企業登録数 99件 維持 保健予防課

給食施設栄養管理講習会の開催 4.1回／年
各保健福祉事務所
１回以上／年

保健予防課

スマート・ライフ・プロジェクト登録企業数 20件 30件 保健予防課

食育推進リーダーの登録数 （※）108人 維持 保健予防課

食育推進会議の開催 ２回／年 ２回／年 保健予防課

市町村食育推進研修会の開催 ２回／年 ２回／年 保健予防課

地域食育連携促進事業の実施 各地区１回／年 各地区１回／年 保健予防課

※平成27年度の数値
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 資料２　用語解説

　あ行　

栄養教諭
　教育に関する資質と栄養に関する専門性を併せ持つ者として、食に関する指導（肥満や偏食

などの児童生徒に対する個別指導等）と学校給食の管理（栄養管理、衛生管理等）を一体とし

て行うことを職務としています。学校における効果的な食に関する指導体制を整備するため、

学校教育法等の一部を改正する法律が平成16年５月に成立し、平成17年４月から栄養教諭制

度が開始されました。

栄養士
　栄養士法に基づき都道府県知事の免許を受けて、保健所、病院、学校、事業所、福祉施設な

どにおいて、栄養の指導を仕事とする者のことをいいます。

　栄養士になるためには、厚生労働大臣から栄養士養成施設として指定認可された学校（大学、

短大、専門学校）に入学し、その課程を履修して卒業する必要があります。

　か行　

グリーン・ツーリズム
　緑豊かな農山漁村地域において自然文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動です。

噛ミング３０（カミングサンマル）運動
　地域における食育を推進するための一助として、より健康な生活を目指すという観点から、

ひとくち30回以上噛むことを目標として、「噛ミング30（カミングサンマル）」というキャッ

チフレーズを作成し、歯科保健分野からの食育を推進する運動です。

管理栄養士
　栄養士法に基づき厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者に対する療養などの高度な専門知識

及び技術を要する栄養の指導、不特定多数の人に対して継続的に食事を供給する施設における

特別な配慮を必要とする給食管理などを仕事とする者のことをいいます。

　管理栄養士になるためには、栄養士の資格を所持したうえ、毎年１回実施される「管理栄養

士国家試験」に合格する必要があります。

群馬県健康増進計画（元気県ぐんま２１）　
　健康増進法（平成1４年法律第103号）)第７条に基づき、県民の健康増進に関する県の施

策を総合的かつ計画的に推進するために策定した計画です。

　元気県ぐんま２１（第２次）は、平成25年度から平成34年度までの10年間を計画期間とす

る計画です。「県民の健康寿命の延伸」を図ることを目的に、関係機関・団体等と連携して県

民の健康づくりを推進しています。

群馬県食品安全基本計画
　群馬県食品安全基本条例（平成16年4月1日施行)第16条に基づき、食品等の安全確保に関

する県の施策を総合的かつ計画的に推進するために策定した計画です。

　群馬県食品安全基本計画2016-2019は、平成28年度から平成3１年度までの４年間を計画

期間とする計画です。食品の安全の確保と、県民の食品に対する信頼の向上を図ることを目指

し、食品に関わる全ての関係者（生産者、事業者、消費者、行政）がそれぞれの役割を果たし

ながら、連携・協力して取り組みます。

ぐんま食育応援企業
　県の進める「食育」に賛同し、生活習慣病の予防・改善や地産地消の取組、食育イベントへ
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の参加・協力等を行う企業・団体を「ぐんま食育応援企業」として登録しています。

健康情報ステーション
　スーパーマーケット、飲食店、公共施設などで健康づくりの情報提供を行うために、群馬県

食生活改善推進員連絡協議会の協力により設置されています。

　さ行　

３色分類
　バランスのとれた栄養を摂取するために、食品を体内での働きや特徴によって、「赤」「黄」「緑」

の３つに分けた食品分類法です。

消費期限と賞味期限
　「消費期限」は定められた方法により保存した場合に、急速に品質が劣化する食品（おおむ

ね５日以内）に表示され、腐敗等の衛生上の危害が生じるおそれのない期限を示す年月日をい

います。

　「賞味期限」は定められた方法により保存した場合に、品質の劣化が比較的遅い食品に表示

され、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をい

います。ただし、当該期日を越えた場合であっても、すぐにこれらの品質が保持されなくなる

わけではありません。

食育推進リーダー
　食育の基礎知識と食品衛生・栄養改善・農業生産・食文化等各分野にわたる総合的な知識と

技術を習得し、地域の食育をコーディネイトできるリーダーとして養成され、食育の担い手と

して地域で活動しています。

食事バランスガイド
　平成12年３月に策定された食生活指針を具体的な行動に結び付けるものとして、「何を」「ど

れだけ」食べたらよいかをわかりやすくコマで示したものです。

食生活改善推進員
　「私たちの健康は、私たちの手で」をスローガンに、地域における健康づくりの担い手として、

食生活を通したさまざまな健康づくりボランティア活動を組織的に行っています。

　食生活改善推進員になるには、まず、市町村が開催する「食生活改善推進員養成講座」によ

り、幅広い健康づくりのための基礎知識及び地区組織活動とボランティア活動のあり方などの

教育を受け、修了証を受けたうえで、自分から推進員になろうと決意することが必要となりま

す。その後、食生活改善推進員協議会に入会することにより、健康づくりのための食生活を通

したボランティア活動が始まります。

食生活指針
　国民の健康の増進、生活の質の向上及び食料の安定供給の確保を図るために、平成12年３月、

当時の厚生省、文部省及び農林水産省が共同して策定した、望ましい食生活を実践するための

指針です。

食中毒
　食品に起因する急性胃腸炎、神経障害などの中毒症の総称で、その原因物質によって微生物

性食中毒、自然毒食中毒、化学物質による食中毒、その他原因不明なものに分類されます。

食中毒予防の３原則
　食品の取扱いにおいて、①清潔（細菌をつけない）、②迅速（細菌を増やさない）、③加熱・

冷却（細菌をやっつける）の３つを徹底することです。

食物アレルギー
　生体が自己と外来の異物を認識する反応を免疫学的反応といいますが、その反応が生体に対

して不利に働く反応をアレルギー反応といいます。特に、食物の摂取により生体に障害を引き
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起こす反応のうち、食物抗原に対する免疫学的反応によるものを食物アレルギーと呼んでいま

す。

食料自給率
　国内の食料消費について、国産でどの程度賄えているかを示す指標です。食料自給率には、

大きく分けて、小麦など個々の品目について、その自給度合いを示す「品目別自給率（重量ベ

ース）」、基礎的な食料である穀物という分類に着目して、その自給度合いを示す「穀物自給率

（重量ベース）」、また、食料全体の総合的な自給度合いを示す「総合食料自給率（カロリーベ

ース、金額ベース）」の３つがあります。

　我が国では、「食料自給率」として一般的に使用されているのがカロリーベースの食料自給率

です。これは、国民に供給されている食料の全熱量合計のうち、国産で賄われた熱量の割合を

示したものです。

スマート・ライフ・プロジェクト
　「健康寿命をのばしましょう。」をスローガンに、国民全体が人生の最後まで元気に健康で楽

しく毎日が送れることを目標とした厚生労働省のプロジェクトです。運動、食生活、禁煙の３

分野を中心に、具体的なアクションの呼びかけを行っています。スマート・ライフ・プロジェ

クトの活動に賛同し、食品中の食塩や脂肪の低減等に取り組んでいる企業・団体をスマート・

ライフ・プロジェクトのメンバーとして登録しています。平成26年度からは、健診（定期健

康診断、特定健診など）・検診（各種がん検診など）の受診を新たなテーマに加え、更なる健

康寿命の延伸を、プロジェクトに登録している企業・団体・自治体と協力・連携しながら推進

しています。

専門調理師　
　調理師法に基づき厚生労働大臣が実施する調理技術に関する審査（技術審査）に合格した調

理師のことをいいます。技術審査試験の実技試験において選択した試験科目（日本料理、西洋

料理、麺料理、中国料理、すし料理、給食用特殊料理）に応じた名称（日本料理専門調理師、

西洋料理専門調理師、麺料理専門調理師、中国料理専門調理師、すし料理専門調理師、給食用

特殊料理専門調理師）を称することができます。

　た行　

地産地消（ちさんちしょう）　
　「地場生産－地場消費」を略した言葉で、地元でとれた生産物を地元で消費するという意味

で使われます。地域の消費者ニーズに即応した農業生産と、生産された農産物を地域で消費し

ようとする活動を通じて、農業者と消費者を結びつける取組です。

調理師
　調理師法に基づき都道府県知事の免許を受けて、調理師の名称を用いて調理の業務に従事す

ることができる者のことをいいます。

　調理師になるためには、都道府県知事の指定する調理師養成施設を卒業する、若しくは調理

師試験に合格する必要があります。

特定健康診査・特定保健指導
　メタボリックシンドローム（内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさり、心

臓病や脳卒中などの動脈硬化性疾患をまねきやすい病態）に着目した健康診査を受けていただ

き、その結果、生活習慣病の発症のリスクがあり、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効

果が多く期待できる方に対して、生活習慣を見直す保健指導を実施します。

　平成20年度から40-74歳の人を対象として医療保険者（市町村（国民健康保険）、健康保険

組合など）に実施が義務づけられています。
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　な行　

日本人の食事摂取基準
　国民の健康の維持・増進を図る目的で、１日に必要なエネルギーや栄養素の摂取の目安を示

したものです。

年齢調整死亡率
　都道府県別に、死亡数を人口で除した死亡率（以下「粗死亡率」という。なお、人口動態統

計月報（概数）や人口動態統計年報（確定数）などでは単に「死亡率」という。）を比較すると、

各都道府県の年齢構成に差があるため、高齢者の多い都道府県では高くなり、若年者の多い都

道府県では低くなる傾向があります。このような年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較が

できるように年齢構成を調整し、そろえた死亡率が年齢調整死亡率です。

　は行　

８０２０運動
　８０歳になっても２０本以上自分の歯を保とうという運動です。平成元年、厚生省（現・厚

生労働省）と　日本歯科医師会が提唱し、自治体、各種団体、企業、そして広く国民に呼びか

けています。

ＢＭＩ（Body　Mass　Index）
　身長と体重から体格を判定するための指標です。体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）に

より算出します。ＢＭＩが18.5未満はやせ，18.5以上25未満は正常，25以上は肥満と判定し、

22を適正体重としています。

ＰＤＣＡサイクル
　計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、見直し（Act）のプロセスを順に実施し、次

の計画に結びつけ、継続的に業務改善を行う運営手法です。（マネジメントサイクルの一手法）

　ま行　

６つの基礎食品群
　バランスのとれた栄養を摂取するために、具体的にどんな食品をどのように組み合せて食べ

るかがわかるように、栄養成分の類似している食品を６つに分類した食品分類法です。

　ら行　

リスクコミュニケーション
　消費者、生産者、事業者、研究者、行政などの全ての関係者の間で、リスクに関する情報や

意見を相互に交換することをいいます。関係者の相互理解と協力によって、リスク管理（安全

性確保対策等）を有効に機能させることができます。
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 資料３　計画策定の経過

１．元気県ぐんま21推進会議（県内地域保健・職域保健関係者25名）

平成27年 ５ 月29日 ■第２次計画の進捗状況及び最終評価の説明

■県民意識調査結果の報告

■計画策定方針の説明

■計画策定スケジュール説明

平成28年 ２ 月15日 ■計画（案）の決定

２．群馬県食品安全審議会（食品安全に関する有識者13名）

平成27年 ２月９日 ■県民意識調査結果の報告

■計画策定スケジュール説明

平成27年 ７ 月29日 ■計画策定方針の説明

■計画の方向性（主な論点）について意見聴取

平成27年 10月22日 ■計画の骨子（案）について意見聴取

平成28年 １ 月27日 ■計画（案）の諮問

平成28年 ２ 月17日 ■計画（案）の答申（概ね妥当）

３．群馬県食育推進会議（県内食育関係者42名）

平成27年 ３ 月18日 ■県民意識調査結果の報告

■計画策定スケジュール説明

平成27年６月10日 ■計画策定方針の説明

■計画の方向性（主な論点）について意見交換

平成27年10月６日 ■計画の骨子（案）について意見聴取

４． 若い世代食育推進協議会（群馬県食育推進計画策定検討部会ＷＧ員17名及び庁外委員５名）

平成28年 １ 月26日 ■計画（案）について意見聴取

５． 地域食育推進ネットワーク会議（各地区の県地域機関・市町村の食育担当者及び食育推進リーダー）

平成27年 ６月２日

＜利根沼田ブロック＞

■計画策定方針の説明

■計画の方向性（主な論点）について意見聴取

平成27年 ６月８日

＜東部ブロック＞

■計画策定方針の説明

■計画の方向性（主な論点）について意見聴取

平成27年 ６ 月18日

＜西部ブロック＞

■計画策定方針の説明

■計画の方向性（主な論点）について意見聴取

平成27年 ６ 月29日

＜吾妻ブロック＞

■計画策定方針の説明

■計画の方向性（主な論点）について意見聴取

平成27年 ７月９日

＜中部ブロック＞

■計画策定方針の説明

■計画の方向性（主な論点）について意見聴取
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６．元気県ぐんま21推進会議食育推進計画策定検討部会（庁内食育関係９所属長）

平成27年 ６ 月16日 ■計画策定方針の説明

■計画の方向性（主な論点）について意見交換

■計画策定スケジュール説明

７．  群馬県食品安全会議食育推進検討部会ＷＧ（庁内食育関係所属19名）<平成27年３月末まで>
　　群馬県食育推進計画策定検討部会ＷＧ（庁内食育関係所属17名）<平成27年４月から>

平成27年 １ 月26日 ■第２次計画の進捗状況及び最終評価について検討

平成27年 ３ 月13日 ■県民意識調査結果の報告

■計画策定スケジュール説明

平成27年 ６ 月24日 ■計画策定方針の説明

■計画の方向性（主な論点）について検討

■計画策定スケジュール説明

平成27年 ８ 月26日 ■計画の骨子案について検討

■計画の目標指標と施策について検討

平成27年11月25日 ■計画（案）について検討

８．群馬県食品安全会議（庁内食品安全関係18課室長）

平成27年 ４ 月27日 ■計画の概要について説明

平成27年 10月26日 ■計画の骨子（案）について説明

平成28年 ３ 月22日 ■計画（案）について報告

９．群馬県議会

平成27年

第 ２ 回 定 例 会

■計画等一覧表の提出

・平成27年度に策定する計画の事前説明

平成27年

第３回前期定例会

■計画等の概要書の提出

・ 群馬県行政に係る基本計画の議決等に関する条例の適用につ

いて、　常任委員会で審査　（議決対象外）

平成28年

第 １ 回 定 例 会

■計画（案）の報告

・常任委員会で計画（案）の報告

10．パブリックコメント

平成27年 12月24日

～

平成28年 １ 月22日

■意見募集（30日間）

平成28年 ２月１日 ■結果の公表

・目標指標に関する意見（３件）
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 資料４　食育基本法（平成17年７月15日施行）

　（前　文）

　二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際

社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、

生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。

　子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が

重要である。今、改めて、食育を、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

べきものと位置付けるとともに、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食育を推進することが求められている。

もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の

成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性を

はぐくんでいく基礎となるものである。

　一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」

の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習

慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への

依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改善の面か

らも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。また、豊

かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の

香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。

　こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活

を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者

と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和

のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。

　国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活

動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を

身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、

学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課

せられている課題である。さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、海外との交流等を通じて

食育に関して国際的に貢献することにつながることも期待される。

　ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民

の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

　　　第一章　総則

　（目　的）

第一条　この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたっ

て健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となって

いることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかに

するとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総

合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力

ある社会の実現に寄与することを目的とする。
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　（国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成）

第二条　食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、

国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。

　（食に関する感謝の念と理解）

第三条　食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食

に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮さ

れなければならない。

　（食育推進運動の展開）

第四条　食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配

慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、そ

の連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。

　（子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割）

第五条　食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有しているこ

とを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育

の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、

行われなければならない。

　（食に関する体験活動と食育推進活動の実践）

第六条　食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利

用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食

育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨として、行われ

なければならない。

　 （伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上へ

の貢献）

第七条　食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和の

とれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理

解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我

が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。

　（食品の安全性の確保等における食育の役割）

第八条　食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であるこ

とにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意

見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、

国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。

　（国の責務）

第九条　国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
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　（地方公共団体の責務）

第十条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その

地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

　（教育関係者等及び農林漁業者等の責務）

第十一条　教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育等」という。）に

関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体（以下「教育関係者等」と

いう。）は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にの

っとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、

他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

２　農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以下「農林漁業者等」という。）は、農林漁業に関す

る体験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんが

み、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と

食に関わる人々の活動の重要性について、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者

等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。

　（食品関連事業者等の責務）

第十二条　食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体（以

下「食品関連事業者等」という。）は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ

積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する

施策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

　（国民の責務）

第十三条　国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念に

のっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう

努めるものとする。

　（法制上の措置等）

第十四条　政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他

の措置を講じなければならない。

　（年次報告）

第十五条　政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出し

なければならない。

　　　第二章　食育推進基本計画等

　（食育推進基本計画）

第十六条　食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育

推進基本計画を作成するものとする。

２　食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

　一　食育の推進に関する施策についての基本的な方針

　二　食育の推進の目標に関する事項

　三　国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項



81

参考資料

　四 　前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項

３　食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを内閣

総理大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

４　前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。

　（都道府県食育推進計画）

第十七条　都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推

進に関する施策についての計画（以下「都道府県食育推進計画」という。）を作成するよう努め

なければならない。

２　都道府県（都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会議）

は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなけれ

ばならない。

　（市町村食育推進計画）

第十八条　市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推

進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進

に関する施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努めなけ

ればならない。

２　市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、市

町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。

　　　第三章　基本的施策

　（家庭における食育の推進）

第十九条　国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深

め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事についての望まし

い習慣を学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理

に関する知識の普及及び情報の提供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子ども

を対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進を支援するために必要

な施策を講ずるものとする。

　（学校、保育所等における食育の推進）

第二十条　国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効

果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、

学校、保育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい

教職員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進において果たすべき役割についての意識の啓

発その他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等

の実施、教育の一環として行われる農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等

様々な体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、過度の痩身又は肥満の心身の健康に及

ぼす影響等についての知識の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。

　（地域における食生活の改善のための取組の推進）

第二十一条　国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活
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の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定

及び普及啓発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並

びにその活用、保健所、市町村保健センター、医療機関等における食育に関する普及及び啓発活

動の推進、医学教育等における食育に関する指導の充実、食品関連事業者等が行う食育の推進の

ための活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。

　（食育推進運動の展開）

第二十二条　国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他

の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体

が自発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を図

りながらあまねく全国において展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交

換が促進されるよう、食育の推進に関する普及啓発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に

食育の推進に関する活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ずるものとする。

２　国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育の推

進に関する活動に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これらのボランテ

ィアとの連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。

　（生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等）

第二十三条　国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費

者との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対

する理解と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農

林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産物の生産された地域内

の学校給食等における利用その他のその地域内における消費の促進、創意工夫を生かした食品廃

棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものとする。

　（食文化の継承のための活動への支援等）

第二十四条　国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食

文化等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の

普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

　（食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進）

第二十五条　国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国

民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物

の発生及びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収

集、整理及び提供、データベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必

要な施策を講ずるものとする。

２　国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習慣

等の食生活に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に関する活動

についての情報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

　　　第四章　食育推進会議等

　（食育推進会議の設置及び所掌事務）

第二十六条　内閣府に、食育推進会議を置く。
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２　食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

　一　食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。

　二 　前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に

関する施策の実施を推進すること。

　（組織）

第二十七条　食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。

　（会長）

第二十八条　会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

２　会長は、会務を総理する。

３　会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

　（委員）

第二十九条　委員は、次に掲げる者をもって充てる。

　一 　内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、

同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第十七号に掲げる事項に関する事務及び同条第

三項第二十七号の三に掲げる事務を掌理するもの（次号において「食育担当大臣」という。）

　二　食育担当大臣以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

　三　食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

２　前項第三号の委員は、非常勤とする。

　（委員の任期）

第 三十条　前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。

２　前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。

　（政令への委任）

第三十一条　この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令

で定める。

　（都道府県食育推進会議）

第三十二条　都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計

画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置く

ことができる。

２　都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

　（市町村食育推進会議）

第三十三条　市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作

成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことがで

きる。

２　市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
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