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食
品
ロ
ス
と
は
？

　
農
林
水
産
省
お
よ
び
環
境
省
の

調
べ
に
よ
る
と
、
日
本
で
は
年
間

２
８
０
１
万
㌧
の
食
品
廃
棄
物
な
ど
が

出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
食
べ

ら
れ
る
の
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
食
品
は

６
４
２
万
㌧
と
試
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
食
品
ロ
ス
」
で
す
。

食
べ
ら
れ
る
の
に
廃
棄
す
る
と
は
、
ど

の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
で
し
ょ
う

か
？

　
ま
ず
、
調
理
す
る
際
に
、
食
べ
ら
れ

る
部
分
ま
で
捨
て
て
し
ま
う
「
過
剰
除

去
」
で
す
。
例
え
ば
、
大
根
の
皮
を
必

要
以
上
に
厚
く
む
い
て
し
ま
う
よ
う
な

こ
と
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

　
次
に
、
消
費
期
限
や
賞
味
期
限
が
過

ぎ
た
こ
と
に
よ
り
、
食
品
と
し
て
使
用

せ
ず
に
捨
て
て
し
ま
う
「
直
接
廃
棄
」

で
す
。

　
そ
し
て
、
食
事
と
し
て
出
さ
れ
た
も

の
を
食
べ
き
れ
な
い
で
残
す
「
食
べ
残

し
」
で
す
。

　
誰
も
が
何
か
し
ら
思
い
当
た
る
も
の

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　
こ
の
食
品
ロ
ス
の
約
半
数
の

３
１
２
万
㌧
は
一
般
家
庭
か
ら
出
て
い

ま
す
。
こ
の
数
字
で
１
人
あ
た
り
の
食

品
ロ
ス
量
を
試
算
す
る
と
、
１
年
間
に

24
・
６
㌕
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
お
よ
そ
茶
わ
ん
１
６
４
杯
分

の
食
べ
も
の
（
茶
わ
ん
１
杯
分
の
ご
は

ん
を
１
５
０
㌘
と
仮
定
）
に
相
当
し
ま

す
。

で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う

　
年
間
１
６
４
杯
の
食
べ
も
の
を
食
べ

ず
に
捨
て
て
い
る
な
ん
て
、
も
っ
た
い

な
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

　
食
品
ロ
ス
を
削
減
す
る
た
め
に
大
切

な
の
は
、
一
人
ひ
と
り
が
こ
の
「
も
っ

た
い
な
い
」
を
意
識
す
る
こ
と
で
す
。

　
ま
ず
、
買
い
物
を
す
る
際
に
必
要
な

量
だ
け
買
う
こ
と
で
す
。
必
要
以
上
に

食
材
を
買
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
な
ど

は
、
冷
凍
保
存
の
活
用
な
ど
も
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
。

　
そ
し
て
、
調
理
す
る
時
は
、
残
っ
て

い
る
食
材
か
ら
使
い
、
捨
て
る
部
分
を

な
る
べ
く
少
な
く
す
る
工
夫
を
し
て
、

過剰除去
食べ残し

直接廃棄 55％
18％

27％

食べられる部分まで過剰
に除去して廃棄
（例：大根の皮の厚むき）

消費期限切れや賞味
期限切れにより、食
事として使用・提供
せずにそのまま廃棄

食事として使用・
提供されていたが、
食べ残して廃棄

出典：農林水産省「食品ロス統計調査・世帯調査（平成26年度）」
　　　を基に消費者庁で作成

家庭における食品ロスの内訳

上
手
に
食
べ
き
る
よ
う
に
心
が
け
ま
し

ょ
う
。

宴
会
の
食
べ
残
し
を
減
ら
し

ま
し
ょ
う

　
忘
年
会
、
新
年
会
と
宴
会
が
多
く
な

る
シ
ー
ズ
ン
に
な
り
ま
し
た
。
農
林
水

産
省
の
調
べ
で
は
、
ラ
ン
チ
・
定
食
な

ど
の
「
食
事
」
に
比
べ
「
宴
会
」
の
食

べ
残
し
は
５
倍
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
市
内
の
ホ
テ
ル
や
旅
館
に
も
話
を
聞

か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
お
酒

が
入
る
と
、
ど
う
し
て
も
料
理
が
残
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
。

　
せ
っ
か
く
腕
を
振
る
っ
て
料
理
さ
れ

た
ご
ち
そ
う
を
残
す
の
は
も
っ
た
い
な

い
で
す
。
料
理
を
提
供
す
る
お
店
も
、

ご
み
処
理
の
コ
ス
ト
も
削
減
で
き
ま
す

し
、
何
よ
り
も
き
れ
い
に
食
べ
て
い
た

だ
い
て
、
お
客
様
に
満
足
し
て
帰
っ
て

い
た
だ
き
た
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
駅
南
庁
舎
鳥
取
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
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も
っ
た
い
な
い
！

あ
な
た
も
１
年
で
お
茶
わ
ん
１
６
４
杯
分
の
食
べ
も
の
を

無
駄
に
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「食品ロス」を減らそう

【特集】
消費者の意識改革から！
　「食品ロス」の課題
はとても深く、コン
ビニ、スーパーなど
事業者も取り組んで
いただきたい問題で
はありますが、私た
ち消費者も自らの暮
らしの中から「もっ
たいない」の心で取
り組んでいかないと
いけないと思ってい
ます。
　その一つとして、野菜の皮や茎など今まで
捨てていた部分を使ったり、余った料理をア
レンジしたりする料理講習会を開き、レシピ
集なども作成していきたいと考えています。
　また以前から、循環型社会の推進のため、
行政と共に「４Ｒ」に取組んでいます。その
中の「リデュース（Reduce）」ごみを減らす
取り組みは、まずは消費者の意識改革から始
まるのではないでしょうか。

鳥取市消費者団体連絡協議会会長に聞きました

鳥取市消費者団体連絡協議会
会長 竹

た け も と

本 佐
さ よ こ

代子 さん

「賞味期限」と「消費期限」の違いを知っていますか？
　食品を買う時に、「賞味期限」や「消費期限」
の日付を確認して、なるべく新しいものを買
うという方は多いと思うのですが、その 2 種
類の期限の違いはご存知ですか？
　「消費期限」は早く悪くなるものにつけら
れた「安全に食べられる限界」です。
　それに対して、「賞味期限」は「おいしく
食べることのできる期限」で、比較的劣化が
遅い食品に表示してあります。賞味期限が過
ぎても、まだ食べることができます。すぐに
廃棄せず、においや見た目など自分で食べら
れるかどうか判断することも大切です。

製造日 消費期限 賞味期限 保存日数

品質

安
全
に

食
べ
ら
れ
る
限
界

早く悪くなるもの

劣化が比較的遅いもの まだ食べられる

賞味期限と消費期限のイメージ

鳥取市は
こ
ん
な
こ
と
に
取
り
組
み
ま
す

市民とともに

事業者とともに

●生活困窮者支援活動の
ひとつとして、市民か
らの食糧品などの寄付
により「こども食堂」
で食材を提供

●健康づくりの推進の
ため、食品を購入す
る際の留意点として、
表示の見方、廃棄量の考え方、適切な摂取
エネルギー量などの食育啓発

●小中学校の家庭分野の授業で、野菜の皮の
むき方や、食べ残し・冷蔵庫に保存したま
ま期限切れにしてしまう食品を少なくする
など、食生活の工夫についての学習

●食品を大切に消費していくこと、食品表示
を確認して買うこ
となどの必要性に
ついて、鳥取市消
費者団体連絡協議
会などと連携した
啓発

●鳥取県と連携し「とっとり食べきり協力店」
の登録制度の推進

●地産地消推進協議
会団体や地産地消
の店などに対して、
ＰＲや協力依頼

●食品衛生責任者講
習会で飲食店事業
者に指導と啓発

●規格外で市場出荷できない野菜や果物を活
用して、加工から販売まで取り組む６次産
業化を支援

●規格・数量などの面で、市場出荷できない
農産物をふれあい市で販売

●「むら・まち支え
合い共生促進事業」
など、消費者と生
産者との交流を通
して食べ物を大切
にする意識の醸成


