
  

親
子
が
も
っ
と
仲
良
く
な
る
食
育 

 

食
育
と
い
う
言
葉
を
難
し
く
考
え
る
の
で
は
な
く
、
い
っ
し
ょ
に
楽
し
み
な

が
ら
料
理
を
作
り
、
い
っ
し
ょ
に
食
べ
、
親
子
が
も
っ
と
仲
良
く
な
る
こ
と
も

食
育
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

子
供
は
、
泥
ん
こ
遊
び
が
大
好
き
で
す
。
土
を
混
ぜ
、
水
を
加
え
て
こ
ね
て

は
、
小
さ
く
ち
ぎ
っ
た
り
し
て
遊
ん
で
い
ま
す
。
料
理
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
す
。

日
常
の
料
理
の
な
か
で
、
子
供
が
出
来
る
こ
と
は
案
外
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

卵
や
納
豆
を
混
ぜ
た
り
、
サ
ラ
ダ
用
の
野
菜
を
ち
ぎ
っ
た
り
、
お
に
ぎ
り
を
握

っ
た
り
な
ど
で
す
。
た
だ
し
、
子
供
は
ひ
と
つ
の
こ
と
に
対
し
て
、
興
味
の
持

続
時
間
が
た
い
へ
ん
短
い
の
で
す
。
大
人
に
は
な
ん
で
も
な
い
時
間
で
も
、
子

供
に
は
、
と
っ
て
も
長
く
感
じ
ら
れ
た
り
す
る
よ
う
で
す
。
だ
か
ら
、
途
中
で

飽
き
て
、
や
め
て
も
怒
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
無
理
や
り
や
ら
せ
た
り
し
な
い

こ
と
、
子
供
を
縛
ら
な
い
事
も
大
切
で
す
。
小
さ
い
頃
は
遊
び
感
覚
で
す
る
の

が
良
い
で
し
ょ
う
。 

 

少
し
重
苦
し
い
話
に
な
り
ま
す
が
、
生
き
る
こ
と
は
食
べ
る
こ
と
、
食
べ
る

こ
と
は
他
者
の
命
を
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。
生
き
物
に
対
す
る
感
謝
の
念
が
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
食
べ
物
を
粗
末
に
し
た
り
、
無
駄
に
し
な
い
心
構
え
が

必
要
で
す
。
そ
の
こ
と
を
や
さ
し
く
理
解
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
元
の
ま
ま
の
食
材
を
見
せ
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
今
は
ス
ー
パ
ー
に

行
く
と
、
カ
ッ
ト
野
菜
や
魚
も
切
り
身
で
売
っ
て
い
ま
す
の
で
、
な
か
な
か
元

の
ま
ま
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
っ
し
ょ
に
買
い
物
に
行
っ
た
と

き
、
丸
の
ま
ま
の
魚
や
野
菜
を
見
か
け
た
と
き
に
は
、
教
え
て
あ
げ
る
と
よ
い

で
し
ょ
う
。 
 

ま
た
、
家
庭
菜
園
に
挑
戦
す
る
の
も
お
す
す
め
で
す
。
昨
年
、
万
成
小
学
校

の
菜
園
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
植
物
が
ど
の
よ
う
に
成
長
し
て
い
く
か
を
目
の

当
た
り
に
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
し
、
自
分
で
育
て
た
野
菜
な
ら
、
食
べ
て
み

よ
う
と
い
う
気
に
な
る
よ
う
で
す
。 

 

い
っ
し
ょ
に
食
事
を
作
り
食
べ
る
だ
け
で
も
十
分
な
食
育
な
の
で
す
。 

☀

☃ 

 

今
年
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
も

杖
立
温
泉
で
は
た
く
さ
ん
の
こ
い
の

ぼ
り
が
泳
い
で
い
ま
し
た
。
各
家
庭

に
お
い
て
も
、
子
供
達
の
成
長
を
願

っ
て
五
色
の
吹
流
し
に
大
中
小
三
色

の
こ
い
の
ぼ
り
が
空
高
く
舞
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
端
午

の
節
句
に
は
、
こ
い
の
ぼ
り
の
他
に

も
、
か
ぶ
と
を
飾
っ
た
り
、
菖
蒲
湯

に
入
っ
た
り
と
様
々
な
風
習
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
、
中

国
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
だ
そ
う

で
す
。
そ
の
中
で
、
日
本
独
特
の
風

習
は
、「
か
し
わ
も
ち
」
だ
そ
う
で
す
。

か
し
わ
の
葉
は
、
新
芽
が
育
つ
ま
で

は
古
い
葉
が
落
ち
な
い
こ
と
よ
り
、

家
系
が
途
絶
え
な
い
と
い
う
縁
起
を

担
い
で
作
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
家
系

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
み
な
さ
ん

も
「
お
ふ
く
ろ
の
味
」
を
お
持
ち
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
代
々
受
け
継

が
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
子
供
と
い
っ
し
ょ
に
料
理
を

楽
し
み
、
今
後
、
お
ふ
く
ろ
の
味
を

ア
レ
ン
ジ
し
な
が
ら
、
各
家
庭
の
味

を
作
っ
て
み
る
の
も
楽
し
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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    （梅田修二） 

多くの感覚を利用して食事をしてますか！ 
みなさん五感という言葉をご存知ですか？視覚、嗅覚、触覚、味覚、聴覚の五つを言います。現在、学問的に

はもっと多くの感覚があると言われていますが、まず、この五感を十分働かせて食べ物を食べるようにしましょ

う。まず、食事が出されたときには、視覚を働かせ、料理の色や形、盛り合わせなどを楽しみましょう。すると、

その料理からおいしそうな臭いがしてくると思います。嗅覚を研ぎ澄まし、料理の臭いを嗅ぎ分けるのです。次

に、その料理が硬いか、軟らかいか、ざらざらしているか、なめらかなのかを指や舌、噛むことによって感じる

ことができるでしょう。これが触覚です。よく噛めば、口の中で甘み、塩味、酸味、苦味、うまみという味を感

じるでしょう。これが味覚なのです。ここまで読んでくると、聴覚は必要ないじゃないかと思いますが、せんべ

いのような「ぱりっ」といった音、ラーメンをすする音を聞けば、その料理がおいしそうに感じると思います。

よって、聴覚も食事をするときには大事な五感になるのです。五感を磨いておいしい食事をしましょう。 


