
食の 安全 安心を考える食の 安全 安心を考える Ｖｏｌ.20
食にまつわるちょっとした疑問について科学ライターの松永和紀さんがわかりやすくお伝えします。

P R O F I L E

食品の安全性や環境影響等を取材し
ている科学ライター。京都大学大学院
農学研究科修士課程修了（農芸化学専
攻）。毎日新聞社に記者として10年間
勤めたのち独立。「メディア・バイアス 
あやしい健康情報とニセ科学」（光文
社新書）で科学ジャーナリスト賞2008
を受賞。消費者団体「FOOCOM」(フー
コム）を設立し、「FOOCOM.NET」

(http://www.foocom.net/)を開設した。2012年『お母さん
のための「食の安全」教室』（女子栄養大学出版部）を刊行。

松永 和紀さん

消
費
期
限
と
賞
味
期
限

区
別
し
、廃
棄
を
減
ら
そ
う

　
消
費
期
限
と
賞
味
期
限
を
区
別
せ
ず
、期
限
切
れ
の
食
品
を
す
ぐ
に
捨
て
て
し

ま
う
人
が
い
る
、と
聞
き
ま
す
。こ
れ
ら
は
性
質
が
異
な
り
、賞
味
期
限
切
れ
の
食

品
は
、問
題
な
く
食
べ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。「
も
っ
た
い
な
い
」を
忘
れ

て
は
い
ま
せ
ん
か
？

　
消
費
期
限
は
、お
弁
当
や
生
菓
子
、食

肉
・
生
め
ん
な
ど
、保
存
が
き
か
ず
急
速

に
劣
化
す
る
食
品
に
付
け
ら
れ
ま
す
。期

限
を
過
ぎ
た
後
は
、
腐
敗
や
食
中
毒
の

懸
念
が
高
ま
り
ま
す
の
で
、
消
費
期
限

が
切
れ
た
食
品
は
食
べ
ず
に
処
分
し
て

く
だ
さ
い
。

　
一
方
、賞
味
期
限
は
表
示
さ
れ
た
方
法

で
保
存
さ
れ
た
場
合
に
品
質
の
劣
化
が

緩
や
か
な
食
品
に
付
け
ら
れ
る
、
品
質

が
ベ
ス
ト
の
状
態
を
保
持
で
き
る
期
限

で
す
。ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
や
ス
ナ
ッ
ク
菓

子
、イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
、
缶
詰
な

ど
多
く
の
食
品
に
用
い
ら
れ
ま
す
。も
ち

ろ
ん
、安
全
性
は
保
た
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
期
限
は
、そ
の
食
品
に
も
っ

と
も
詳
し
い
立
場
の
製
造
事
業
者
が
、責

任
を
持
っ
て
決
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。国
は
、「
微
生
物
試
験
」や
含
ま
れ
る

化
学
物
質
の
変
化
を
見
る
「
理
化
学
試

験
」、人
が
味
わ
っ
て
み
る「
官
能
検
査
」

な
ど
科
学
的
根
拠
を
基
に
期
限
を
決
め

る
よ
う
に
、事
業
者
に
求
め
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、両
方
の
期
限
共
に
開
封
前
の

み
有
効
で
す
。開
封
す
る
と
、空
気
中
に

飛
ん
で
い
る
カ
ビ
の
胞
子
が
入
っ
た
り

細
菌
が
混
入
し
た
り
し
ま
す
。
そ
の
状

況
は
、
開
封
し
た
場
所
や
方
法
な
ど
に

よ
っ
て
大
き
く
変
わ
り
消
費
者
の
責
任

と
な
る
の
で
、
期
限
は
無
効
と
な
る
の

で
す
。し
た
が
っ
て
、開
封
し
た
食
品
は

な
る
べ
く
早
く
食
べ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
消
費
者
が
、
外
見
や
臭
い
、
味
な
ど

チ
ェ
ッ
ク
し
て
食
べ
る
の
も
大
事
で
す
ね
。

た
だ
し
、
腐
敗
を
招
く
菌
と
食
中
毒
菌

は
異
な
り
、
食
中
毒
菌
が
増
え
て
い
て

も
五
感
で
は
ま
ず
、
察
知
で
き
な
い
こ

と
も
、知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　
期
限
ま
で
に
食
べ
よ
う
と
思
っ
て
い

て
も
、棚
の
奥
に
し
ま
い
こ
ん
で
忘
れ
て

し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
ね
。
わ
が
家

も
同
じ
。私
は
、賞
味
期
限
切
れ
の
食
品

は
気
に
せ
ず
食
べ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

最
近
の
生
産
加
工
技
術
の
レ
ベ
ル
は
と

て
も
高
い
う
え
、
事
業
者
が
万
全
を
期

し
て
、
本
来
品
質
が
保
持
さ
れ
る
期
限

よ
り
も
短
め
に
表
示
し
て
い
ま
す
の
で
、

多
少
の
期
限
切
れ
で
あ
れ
ば
、問
題
な
い

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。し
か
し
、こ
う

し
た
賞
味
期
限
の
性
質
を
知
ら
な
い
人

が
多
く
、食
品
が
捨
て
ら
れ
ま
す
。

　
日
本
で
は
、食
べ
ら
れ
る
の
に
捨
て
ら

れ
る
食
品
が
年
間
約
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万
ト
ン
あ
る
と
さ
れ
、「
食
品
ロ
ス
」と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。原
因
の
一
つ
と
し
て
、消

費
者
が
消
費
期
限
と
賞
味
期
限
を
混
同

し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す

（
消
費
者
庁
・
食
品
ロ
ス
削
減
に
関
す
る

意
見
交
換
会
）。し
っ
か
り
と
理
解
し
て
、

食
品
ロ
ス
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う
。

消
費
期
限
切
れ
は

安
全
に
関
わ
る

食
品
ロ
ス
低
減
め
ざ
し

し
っ
か
り
理
解
を

消費期限と賞味期限のイメージ

消費期限が切れた
食品は安全性に問
題があり食べられ
ないが、賞味期限
が付いた食品は劣
化が比較的遅く、
しかも品質がベス
トの状態を過ぎた
だけなので、問題
なく食べられるこ
とが多い。
出典：農水省資料

安全に
食べられる
限界　　→

↑
製造日

↑
消費期限

↑
賞味期限

保存
日数

品質
劣化が比較的遅いもの

早く悪くなるもの まだ
食べられる
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