
           一社) Food Communication Compass

森田 満樹

相談内容に必要な食品表示制度
及び健康食品について
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知っておきたい食品表示ルール
～健康な食生活のために～

食品表示セミナー
(令和7年2月7日)
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食品表示とは

食品のパッケージには品名、賞味期限、カロリーなど様々
な情報が表示されています。生鮮食品には、近くに産地な
どが書かれています。これらが食品表示です。

3イラスト「消費者庁パンフレット・知っておきたい食品の表示」より



義務表示と任意表示

食品表示は、

（1）表示する必要があるもの（義務表示）

（2）どちらでもないもの（任意表示）

に分けることができる。

（1）義務表示は、食品表示法で決められている。

（2）任意表示は、基本的に何でも書いてよいが、
景品表示法や薬機法等で「書いてはいけないこと」
が決められている。
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まずは表示を見てみよう！

義務表示
【一括表示】
【栄養成分表示】

24.11.14



食品表示の関連法律
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①JAS法

②食品衛生法

③健康増進法

④不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）

⑤健康増進法

⑥薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）

⑦計量法
⑧不正競争防止法

＊他にもトレーサビリティ法、容器包装リサイクル法、PL（製造
物責任）法など

消費者庁のもとで義務表示の部分が

一元化されて、2015年4月より
食品表示法が施行された。
栄養成分表示も義務化された。



食品表示法により義務表示が定められる

生鮮食品

・名称
・原産地

加工食品

・原材料名
・原料原産地名

・原産国名 等

・添加物
・アレルギー
・殺菌方法
・生食用・加熱用

JAS法
食品衛生法

共通事項

・名称

・賞味期限
・消費期限

・保存方法

・遺伝子組
換え食品

・製造者名等

健康増進法

・栄養成分表示

・名称

・原材料名

・アレルゲン

・添加物

・遺伝子組み換え食品

・原料原産地

・消費期限・賞味期限

・保存方法

・原産国

・食品関連事業者

・栄養成分表示

等

食品表示法
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旧法 食品表示法

食品表示法において
栄養成分表示が義務
付けられた



■店頭POPやホワイトボードも可能
(未包装の生鮮食品)

■表示が免除される場合
●量り売り
●陳列販売
※パン店、弁当店、惣菜店

食品表示法の義務表示の範囲

8
食品形態別 容器包装 製造場所 表示項目

生鮮食品 なし 名称、原産地

あり 名称、原産地、（ものによっ
て添加物、生食用、保存方法
など）

加工食品 あり 別の場所で製造 名称、原材料、内容量、期限、
保存方法、製造者、栄養成分
表示等

同じ場所で製造 上記の一部の表示のみ必要
（名称、添加物、アレルゲン
等）

なし 表示不要・省略可

8
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「品名」と「原産地」を表示

トマト

（青森県産）

100円

牛 ロース （国産）

100gあたり 350円

名称…一般的な名称

・農産物：トマト、男爵、九条ネギなど

・畜産物：牛肩ロース、地鶏モモ肉など

・水産物：クロマグロ、ブリなど

原産地…一般的な地名

・農産物：都道府県名

・畜産物：国名

・水産物：海域名(水揚港名または県名、

養殖場のある県）

生鮮食品の義務表示（新法でも同じ）



●名称 一般的な名称
●原材料名 重量割合の多い順番で、
原材料と添加物が区分して書かれま
す。アレルギー表示、原料原産地表
示も書かれます。
●内容量
●賞味期限 日持ちのするものは賞
味期限、しないものは消費期限のど
ちらかを表示
●保存方法
●表示責任者 製造者、販売者、輸
入者などが書かれます
●製造所 製造者と製造所と異なる
場合は、製造所固有記号が使われる
こともあります。

加工食品の一括表示（洋菓子）
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① 食物アレルギー表示は命を守る表示

• 我が国における食物アレルギー患者の正確な人数は把握できていない
が、乳幼児の５～ 10％、学童期の１～３％が食物アレルギー患者で
あると考えられている。（厚生労働省・一般社団法人日本アレルギー
学会）。

• 消費者庁は、食物アレルギーをもつ消費者の健康危害の発
生を防止する観点から、過去の健康危害等の程度、頻度を
考慮し、特定原材料を定め、容器包装された加工食品につ
いて、当該特定原材料を含む旨の表示を義務付けている。

＊食物不耐症（ヒスタミンによるアレル
ギー様作用やカフェインによる興奮作用な
ど）は、免疫に作用するものではないため、
食物アレルギーには含まれません。



特定原材
料（８品
目）

えび、かに、小麦、そば、
卵、乳、落花生（ピー
ナッツ）、くるみ

発症数、症状が重篤なため、
義務表示

特定原材
料に準ず
るもの
（2０品
目）

アーモンド、あわび、い
か、いくら、オレンジ、
カシューナッツ、キウイ
フルーツ、牛肉、ごま、
さけ、さば、大豆、鶏肉、
バナナ、豚肉、マカダミ
アナッツ、もも、やまい
も、りんご、ゼラチン

症例が一定数報告されている
が、特定原材料と比べると少
ないため、表示が推奨される。

①食物アレルギー表示の現行制度・対象28品目
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令和7年1月21日第7回食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議
・カシューナッツを特定原材料に追加
・ピスタチオを推奨品目に追加、削除する品目はない
令和7年度に基準改正となると対象品目は29品目になる予定

くるみとマカダミアナッツは2023、2024年に追加
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一括で表示する場合
は、原材料名の最後
に（一部に卵・乳成
分・小麦・大豆・
アーモンドを含む）
と表記する。

原材料ごとに、個別
に表示されている

任意表示
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消費者庁・第7回食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議(1月21日)資料より
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消費者庁チラシより

原料原産地表示制度の改正② 原料原産地表示



表示方法 ２つの原則表示と３つの例外表示

１か国の場合 原材料名 豚肉（国産）

１）原則は国別重量順表示

例外表示 １）又は表示

名称 ウインナーソーセージ
原材料名 豚肉（国産又はアメリカ産）、

・・・

＊豚肉の産地は、令和〇年の使用実績順

３）大括り表示+又は表示

名称 ウインナーソーセージ
原材料名 豚肉（輸入又は国産）

＊豚肉の産地は、令和〇年の使用実績順

２) 大括り表示

名称 ウインナーソーセージ
原材料名 豚肉（輸入）、・・・

３か国以上の場合 原材料名 豚肉（国産、アメリカ産、その他）

２か国の場合 原材料名 豚肉（国産、アメリカ産）

注：この原材料の
豚肉は、「国産とアメ
リカ産の両方を必ず
混ぜて使われ、国産
の方が量が多い」こと
を意味する。

＊又は表示「A国又はB国」とは、「A国のみ、
B国のみ、混合（A>B、B>A）」の4パターンを
示す
＊又は表示の場合は、枠外に使用実績順
や使用計画順の注意表示が必要となる
＊大括り表示は3か国以上使用の場合
＊又は表示で、使用実績が５％未満の産地はその
旨を表示

２）製造地表示の国別重量順表示

名称 干しそば
原材料名 そば粉（国内製造）、小麦粉、食塩
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製造地表示…1番多い原材料が加工食品の場合、原
則として製造地表示「〇〇製造」

① 原材料を国内で製造している場合、「国内製造」と表
示します。原材料が「国産」ということではありません。

名称 干しそば
原材料名 そば粉（国内製造）、小麦粉、食塩

② 原材料が生鮮までさかのぼることができれば、原産地
を表示できます

名称 干しそば
原材料名 そば粉（そば（国産））、小麦粉、食塩

名称 干しそば
原材料名 そば粉（そば（長野県））、小麦粉、食塩
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① 干しそば

③ だしの素

② ひやむぎ

④ ビスケット ⑤ バームクーヘン

製造地表示の様々な事例
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③ 賞味期限と消費期限

数年以上品質が保証される砂糖・食塩などは義務表示ではない



品質

まだ食べられ
る
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22京都市食品ロス資料より

食品ロスと賞味期限
⚫ 賞味期限切れの食品→未開封であれば、すぐに食べられないわけではない。
⚫ すぐ食べるなら、手前（賞味期限が短い）の商品を
⚫ 食品ロスに配慮して、SDGsの取組を！
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④ 遺伝子組換え食品表示制度の改正

義務

義務

任意

任意

２０19年4月の表示ルール改正により任意表示の「遺伝子組換えでない」表示が厳しくなった



24
24

改正後

遺伝子組換え食品表示制度の改正・概要

2020年

⚫ 2019年4月、遺伝子組換え食品表示制度が改正されて、「遺伝子組換えでな
い」表示が、これまでの５％以下から「不検出（実質0％）」へと厳しくなっ
た。

⚫ 2023年4月までに食品事業者は対応が必要。これまで「遺伝子組換えでない」
という表示が、別の書き方になった

新
制
度



豆腐製品の表示例
一括表示枠内 大豆（分別生産流通管理済み）

一括表示枠外の表示
「原材料に使用している大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理
を行っています」「大豆：遺伝子組換えのものと分けて管理しています」

納豆の表示例 枠外に表記

＊ みそやスナック菓子などでは、改正を
機にもともと任意表示だった「遺伝子組換
えでない」表示を、無表示として対応して
いるところもある。
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一括名で

表示可

複数の組合せで効果を発揮することが多く、個々の成分まで全てを表示する必
要性が低いと考えられる添加物や、食品中にも常在する成分であるため、一括名
で表示しても表示の目的を達成できるために認められている。ただし、次長通知
において列挙した添加物を、示した定義にかなう用途で用いる場合に限る。

例：飲み下さないガムベース、通常は多くの組合せで使用され添加量が微量で
ある香料、主に調味料として使用されるアミノ酸のように食品中にも常在成分と
して存在するもの 等

イーストフード、ガム
ベース、かんすい、酵素、
光沢剤、香料、酸味料、
調味料、豆腐用凝固剤、
苦味料、乳化剤、ｐＨ調
整剤、膨張剤、チューイ
ンガム軟化剤

用途名

併記

消費者の関心が高い添加物について、使用目的や効果を表示することで、消費
者の理解を得やすいと考えられるものは、用途名を併記する。
例：甘味料(サッカリンNa)、着色料（赤色3号）、保存料（ソルビン酸）

甘味料、着色料、保存料、
増粘剤、酸化防止剤、発
色剤、漂白剤、防かび剤

表示不要
最終食品に残存していない添加物や、残存してもその量が少ないため最終食品

に効果を発揮せず期待もされていない添加物等については、表示が不要。

加工助剤、キャリーオー
バー、栄養強化の目的で
使用※３

原材料名： 小麦粉、砂糖、植物油脂（大豆を含む）、鶏卵、アーモンド、バター、

異性化液糖、脱脂粉乳、洋酒、でん粉   

 添加物※2： ソルビトール、膨張剤、香料、乳化剤、着色料（カラメル、カロテン）、

酸化防止剤（ビタミンＥ、ビタミンＣ）

表示例

一括名表示

用途名併記添加物表示部分

＜例外＞

※１ 物質名は、簡略名等を用いることができる。
※２ 原材料名の欄に原材料名と明確に区分して表示することができる。
※３ 特別用途食品、機能性表示食品については表示が必要。また、食品表示基準別表第４で別途定める表示を要する食品もある。

消費者庁資料より
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添加物表示の分類⑤ 添加物表示



食品添加物は国に認められたものだけが
使用されることを知っていますか？

消費者庁 平成29年度食品表示に関する消費者意向調査報告書より

食品添加物は安全性は国によって確認されている

27



消費者庁チラシ
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類型１：単なる「無添加」の表示

類型２：食品表示基準に規定されて
いない用語を使用した表示

類型３：食品添加物の使用が法令で

認められていない食品への
表示

類型４：同一機能・類似機能を持つ

食品添加物を使用した食品
への表示

類型５：同一機能・類似機能を持つ
原材料を使用した食品への
表示

類型６：健康、安全と関連付ける表示

類型７：健康、安全以外と関連付ける
  表示

類型８：食品添加物の使用が予期
されていない食品への表示

類型９：加工助剤、キャリーオーバー

として使用されている（又は
使用されていないことが確認
できない）食品への表示

類型10：過度に強調された表示

表示を作成する際に注意すべき10類型

29

食品添加物の不使用表示に関するガイドライン（2022年3月公表）
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栄養成分を見ていますか？

消費者庁作成パンフレットのイラストより
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栄養成分表示の義務化

食品表示法は、包装された加工食品に、栄養成分表示を
義務付けました。（2020年4月より完全義務化） 

横浜市作成パンフレットより

A 義務表示は5項目（エネルギー、たん
ぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量）
これまでナトリウム表記だったが、食塩
相当量になった。
【食塩相当量（g）

=ナトリウム（mg）×2.54÷1000】

Ｂ 表示の単位（100ｇ当たり、1食当た
り、1個当たり等）は、事業者が決める。

Ｃ その他の栄養成分（ビタミン、ミネ
ラル等）は、任意表示
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栄養成分表示は特に「食塩相当量」に注意

1日の食塩の目標 男性 7.5g未満 女性 6.5ｇ未満

出典：平成30年国民健康・栄養調査および日本人の食事摂取基準(2020年版)
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食塩相当量を比べてみると・・・

①インスタントラーメン

③ポテトチップス

②食パン

④だしのもと



表示方法
• 基本5項目のみ ・基本5項目以外も

書き方の順番や表示
方法は決まっている

東京都「栄養成分表示ハンドブック」より
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炭水化物と糖質、糖類の関係は？

36

糖類（ぶどう糖、果糖）は、血糖値を急速に上げる。
糖質の取りすぎは、体重増などにつながる。
食物繊維は積極的にとりたい成分（日本人は不足がち）



①ポテトスナック
菓子

②ノンオイルドレッシ
ング

③にんじんミックス
ジュース

④スイート
コーン

⑥さば調理
品

⑥しめさ
ば

37



栄養成分表示を健康づくりに役立てよう！

生活習慣病予防や虚弱予防のために、適正体重を維持します
・食品のもつエネルギーを確認して、選ぶ
・自分の体格（BMI）を知り、体重の変化を確認する

● たんぱく質、脂質、炭水化物の量を見て食事の質をチェック！

● 高血圧予防のため、食塩相当量をチェック！

栄養成分表示
１食（○g）当たり

エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量

○kcal
○ｇ
○ｇ
○ｇ
○ｇ

栄養成分表示
１食（○g）当たり

エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量

○kcal
○ｇ
○ｇ
○ｇ
○ｇ

栄養成分表示
１食（○g）当たり

エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量

○kcal
○ｇ
○ｇ
○ｇ
○ｇ

・栄養的な特徴の違う食品を組み合わせて、選ぶ
・生活習慣病予防のために食物繊維を十分に摂取する

生活習慣病予防のために、たんぱく質、脂質、炭水化物をバランス
よくとります

・ふだんよく食べる食品からの食塩摂取量を減らす
・調味料からの食塩摂取量を減らす

減塩は、高血圧の予防や管理に効果があります

● 肥満ややせの予防のため、食品のエネルギー値と体重をチェック！

消費者庁資料より
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お弁当を買うとき、栄養成分表示の活用を

成人男性のた
んぱく質の推
奨量は1日当
たり60ｇ、女
性50ｇ

消費者庁資料より
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健康食品の摂取状況

問：あなたは、サプリメントのような健康食品（健康の維持・増進
に役立つといわれる成分を含む、錠剤、カプセル、粉末状、 液
状などに加工された食品）を食べたり、飲んだりしていますか？

（2019年 国民健康・栄養調査調査結果）
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健康食品とは？

医薬品

特別用途食品

保健機能食品

一般食品

い
わ
ゆ
る
健
康
食
品 その他のいわゆる健康食品

医薬品（医療用医薬品、一般用医薬品）

医薬部外品

栄養機能食品

特定保健用食品（トクホ）

病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳
えん下困難者用食品など

機能性表示食品（2015年4月より
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45厚生労働省「いわゆる『健康食品』のホームページ」より

機能性表示食品は、保健機能食品の１つ



46



栄養機能食品 特定保健用食品 機能性表示食品

制度 規格基準型（自己認証） 個別評価型（国が安全性、
有効性を確認）

届出型（一定要件を満た
せば事業者責任で表示）

表示 国が決めた栄養機能表示

例）カルシウムは骨や歯の
形成に必要な栄養素です

国に認められた有効性を
表示、疾病リスク低減表
示 例）おなかの調子を整
えます

事業者責任で機能性表示
等を届出する。
例）目の健康をサポート

対象成分 ビタミン13種、ミネラル6種、
n-3系脂肪酸

食物繊維、オリゴ糖、カテ
キン、乳酸菌など

GABAなど様ざまな成分が

ある。トクホ成分の根拠を
利用した水溶性食物繊維
等の届出もある。

対象食品 加工食品、錠剤カプセル
形状食品⇒2015年4月か
ら生鮮食品も

加工食品の形状がほとん
どで、錠剤カプセル形状
食品は少ない

錠剤カプセル形状食品が
多く、生鮮食品、加工食品
も

マーク なし あり なし

できた時期 2001年 1991年 2015年

保健機能食品制度とは
栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品
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参考）小林製薬の紅麹サプリメントをめぐる経緯（3月22日自主回収発表）

• 3/22 17時小林製薬（株）の紅麹サプリメント3製品について「自主回収のお
知らせ」発表、18時より記者会見。健康被害は1月15日に医師から第一報があ
り、その後6件の入院患者を含む13名の腎疾患等の報告を受け、問題の製品を
分析したところ、一部の紅麹原料に「意図しない成分」が含まれていると説明。

• 3/23 紅麹使用の日本酒９万本の自主回収発表、食品の自主回収も始まる。
• 3/26 小林製薬 腎疾患による死亡事例１名報告
• 3/27 死亡事例1名報告
• 3/28 死亡事例2名報告

この後しばらく死亡事例の報告がなかったが、
6月28日に入院治療者、死者数を追加報告。
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小林製薬の紅麹サプリメントをめぐる経緯（3月末）

3/29 小林製薬記者会見

厚生労働省記者会見「プベルル酸の可能性の報告あった」と説明

3/29 関係閣僚会合で健康被害情報収集体制の見直し指示
機能性表示食品の制度のあり方について5月末めどの取りまとめを指示

3/30.31 小林製薬の製造工場（大阪・和歌山）に厚労省・大阪市が立入検査

3月25日に厚生労働省（左）、消費者庁（右）のウェブサイトで関連情報を公開

原因物質
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厚生労働省ウェブサイトで、健康被害情報を公開（更新中）

• 小林製薬への問い合わせ件数は増え続けて、1月19日時点で2670件、
入院549件、死者数399件とあるが、調査中や調査不能の内容も多
く含まれている。特に死者数は因果関係が明確になっていないもの
が多い。

• この問題を受けて、食品表示法と食品衛生法の関連法令が見直され
た（2024年9月1日施行）



安全性をポイントにして選ぶなら

１．特定保健用食品

２．栄養機能食品

３．機能性表示食品

４．いわゆる健康食品

１．特定保健用食品は製品
ごとに食品安全委員会が
審査を行う

２．栄養成分ごとに国が規
格を定めているが、製品全
体は評価されていない

３．事業者の責任による届
出で、国は関与しない

４．安全性の根拠は不
明
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食品安全委員会「食品安全の明日をともに考える国際シンポジウム」（2016年3月18日開催）の食品安全
委員会事務局講演資料より

食品安全委員会は2015年12月、健康食品のリスクについて
報告書をまとめ、国民にアピールしています



健康食品のリスクは？

• 通常の食品であれば、体積と味、香りがあり、人の嗜好性が
あるため、特定の成分を過剰摂取することはない

• 錠剤、カプセルの製品は特定の成分を抽出してつくられ、味
も香りも無く容易に過剰摂取できるため安全性に問題がある

通常の食材として摂取
できる範囲

有効成分を濃縮した錠
剤・カプセル型

国立健康・栄養研究所・「健康食品」の安全性・有効性情報より https://hfnet.nih.go.jp/
53



健康食品の問題点
① 過剰摂取により健康被害が発生する可能性がある

② 個人輸入等で健康被害が発生する可能性がある

③ 医薬品的な効果を期待してはダメ

④ 天然・自然だから安全とは限らない

⑤ 食経験がない素材で問題のあるものがある

⑥ 製品の品質がバラバラ

⑦ 医薬品との併用で副作用などの影響がある

いわゆる健康食品による
健康被害の未然防止が課題

日本医師会によるポスター



全国の消費生活センターから寄せられたPIO-NET
危害情報「健康食品」は常に1・2位

55

＊PIO-NET（パイオネット：全国消

費生活情報ネットワークシステ
ム）

国民生活センターと全国の消
費生活センター等をオンライン
ネットワークで結び、消費生活に
関する相談情報を蓄積している
データベース



健康になるためには、バランスよく食べること

56

国立がん研究センターの調査によれば、食事バランスガイ
ドをよく守ると、総死亡リスクが15％、脳血管疾患死亡リ
スクが22％下がる
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食事バランスガイドとは・・・
1日に何をどれだけ食べたらよいのか考える際の参考になるように、食事の望
ましい組み合わせをイラストで示したもの



食品表示は表面より裏面を見る！

• 食品表示は表面よりも、裏面の一括表示、
栄養成分表示を必ず見る。

• 特定の食べ物に偏らず、様々なものをバラ
ンスよく食べることがリスクを減らす

• 「〇〇が身体によい」「〇〇が身体悪い」
など、過剰な情報に惑わされないよう気を
つける。

→食べ物情報に食い物にされないで！！


	スライド 1: 相談内容に必要な食品表示制度及び健康食品について
	スライド 2: 目　次
	スライド 3: 食品表示とは
	スライド 4: 義務表示と任意表示
	スライド 5
	スライド 6: 食品表示の関連法律
	スライド 7: 食品表示法により義務表示が定められる
	スライド 8: 食品表示法の義務表示の範囲
	スライド 9: 目　次
	スライド 10: 生鮮食品の義務表示（新法でも同じ）
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27: 食品添加物は国に認められたものだけが 使用されることを知っていますか？
	スライド 28: 消費者庁チラシ 　
	スライド 29
	スライド 30: 目　次
	スライド 31
	スライド 32: 栄養成分表示の義務化
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35: 表示方法
	スライド 36: 炭水化物と糖質、糖類の関係は？
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42: 目　次
	スライド 43: 健康食品の摂取状況
	スライド 44: 健康食品とは？
	スライド 45
	スライド 46
	スライド 47
	スライド 48
	スライド 49
	スライド 50
	スライド 51: 安全性をポイントにして選ぶなら
	スライド 52
	スライド 53: 健康食品のリスクは？
	スライド 54: 健康食品の問題点
	スライド 55: 全国の消費生活センターから寄せられたPIO-NET 危害情報「健康食品」は常に1・2位
	スライド 56: 健康になるためには、バランスよく食べること
	スライド 57
	スライド 58: 食品表示は表面より裏面を見る！

