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近年、中国は目覚ましい経済成長を遂げ、国民の生活レベルの向上及び食生活の多様化に

伴い、食品の品質や安全性に対する関心が高まっている。しかし、中国では食品安全に真剣

に取り組んでおり、食品の安全性や品質管理能力が改善されつつある一方で、人々の食品安

全に対する不安が続く形となっている 。したがって、中国においては、食品安全に対する消

費者の不安がなぜ続く形となっているのか。その対応策について、食品の安全性の改善・向

上を図ると同時に、食品安全に対する消費者の不安を如何に解消するか、あるいは食品安全

システムに対する消費者の信頼を如何に構築することが中国の喫緊の課題と言っても過言で

はない。そこで、食品安全に係わる消費者不安心理の構造分析を行う必要があると考えられ

る。近年、食品安全分野においては、食品の客観的安全性と消費者の主観的安心を結びつけ

て考えられることが多い。中国の食品安全に関して、技術的・客観的安全性の向上を巡る研

究は蓄積されているが、食品安全に対する消費者の社会的・主観的安心・信頼の構造とその

規定因の影響関係を総合的かつ計量的に検証した研究は少ない。 
本論文の目的は、中国における食品安全に対する消費者の心理的な安心・信頼の問題に関

して理論的・実証的な手法から検討を加えることである。具体的に言えば、本論文では、近

年、中国における食品の安全性や品質管理能力が改善されつつある一方で、食品安全に係わ

る消費者の心理的不安が続いているという現実的背景のもとで、食品の客観的・技術的な安

全性の向上を図ると同時に、消費者の食品安全に対する不安がどこから生じるのか（なぜ不

安は生じるのか）、如何に安心するか（如何に不安を解消するのか）、あるいは食品安全シス

テムに対する消費者信頼性の実態と課題、及びこれにかかわる政策の方向性の提示について

理論的分析、並びに実証的分析によって明らかにすることを目的としている。そのために、

①食品安全に対する消費者不安・不信感を抱くまでのリスク認知構造及び信頼生成に関する

理論の把握（理論的研究）、②中国の消費者を対象とした質問調査による量的調査研究を通し、

食品安全システムに対する信頼感を醸成させる要因の析出（実証的研究）、③更に、日中比較

の研究を通じて、中国における食品安全に対する消費者信頼性の確保、向上方策を分析・検

討していく。 
本論文は、6 章で構成されている。第 1 章は序論であって、問題の提起あるいは本研究の
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背景、従来研究の概要とその問題点を論述するとともに、本研究の目的と研究手法を述べて

いる。 
第 2 章では、分析に係わる理論的アプローチを行う。まずは、本論文で用いる言葉の定義

を示しておく。次に、先行研究を踏まえ、消費者の食品に対する不安・不信感を抱くまでの

リスク認知構造及び信頼理論を整理・検討し、本研究の理論的分析の視座を提示する。 
第 3 章では、理論研究を踏まえ、消費者の目線に立ち、調査研究を通じ、中国における食

品安全をめぐる消費者信頼性の状況及びその規定要因を明らかにする。この部分では、食品

安全消費者信頼評価モデルを構築・検証し、消費者信頼性向上を求めるリスクコミュニケー

ションの現実的意義を検討する。 
第 4 章では、第３章の分析結果をもとに、情報要因に着目し、中国における食品安全信頼

性の向上をめざすリスクコミュニケーションの現状と課題について実証研究を行う。中国で

実施した消費者意識調査を通じ、食品安全情報に対する消費者信頼の状況を把握し、食品安

全情報信頼性の要因評価モデルを構築・検証する。消費者信頼の向上を求めるリスクコミュ

ニケーションのあり方についても検討する。 
第 5 章では、日中比較を通じて、食品安全管理システム的視点から、両国における食品安

全の確保に関する制度的比較を行った上で、中国における消費者に向けたリスクコミュニケ

ーションの現状と課題、及び今後の取り組みについて、一層の解明を目指す。 
第 6 章で結論であり、本論文の成果を総括し、施策に対する提案を出す。最後に、研究の

不足点と今後の課題・展望を示す。 
本論文は、中国における消費者の食品安全信頼性向上に関する理論的並びに実証的研究を

とりまとめたものである。各章の内容及び結論は、次の通りである。 
本論では、「中国では食品安全に真剣に取り組んでおり、食品の安全性や品質管理能力が改

善されつつある一方で、人々の食品安全に対する不安が続く形となっている 。」という背景

のもとで、消費者の食品安全に対する不安がどこから生じるのか（なぜ不安は生じるのか）、

如何に安心するか（如何に不安を解消するのか）などの問題意識に関して、リスク認知と信

頼について理論的考察を展開するとともに、中国で実施したアンケート調査の結果を用いて

消費者の食品安全信頼性に関する実証的研究を行った。消費者の食品安全への心理的不安に

関して、従来別々に扱われてきたリスク認知（内在的・個人的）と信頼生成（外部的・関係

性）という両方の視点を統合した理論的分析を実施したことは、理論的意義①であると考え

る。中国の食品安全問題に関して従来総体的に軽視されてきた 、消費者の心理的動向、主観

的安心・信頼についての実証的・計量的研究を行ったことに本研究の理論的意義②があると

考える。食品安全を対象とした研究は、安全性、行政（管理）、経済、消費行動、文化など多

面的・総合的視点から理解が必要がある。更に、食品の安心・信頼は、以上の視点を踏まえ

て、消費者の心理的構造も把握する必要である。中国の食品安全に関して、学際的・横断的

な視点・情報を系統的に統合し、定性的把握（食品安全管理システムに対する考察すること）

と定量的研究（通算 1700 人規模のアンケート調査結果に基づき実証分析）を通じ、中国が直

面している食品安全・安心・信頼問題を正確に理解、適切な政策の方向性の提示を試みたこ

とも、本研究の政策科学的特徴と意義③である。食品安全には様々なリスクが潜んでおり、

絶対的な安全（ゼロリスク）を確保するのは不可能である。消費者が食品の安心を得られる

かどうかは、フードシステムに対してどの程度信頼をもてるかによって決まる。システム的

視点から、行政（政府）や事業者、科学者・専門家、マスメディアなどの全ての関連主体へ

の信頼性を総合的に考慮できたことも本研究の意義④である。更に、理論的・実証的研究、

及び日中比較研究による本研究の知見は、中国における消費者の食品に対する不安・不信の

心理的構造を解明でき、消費者の食品安全信頼性向上に向けた食品安全システムの構築や効
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果的なリスクコミュニケーションのあり方に実践的・政策科学的意義⑤を与えると考える。 
第 2 章の理論的研究においては、主にリスク認知構造と信頼形成の視点から、食品の安全

性に対する消費者の不安が生み出された複雑な心理的・社会的過程を理論的に解明した。簡

単に纏めれば、現代の分業化社会において、食品科学技術や加工プロセスの複雑化に伴い、

食品の安全性に対する社会的受容性（社会的・心理的不安）に関しては、リスク認知（内在

的・個人的）、信頼性（外部的・関係性）などの心理的要因が重要である。本論文は、先行研

究を踏まえて、食品リスクの特徴を考慮してリスク認知と信頼生成という両方の視点を統合

して、消費者不安の心理的構造の解明を試みた。まずは、食品の安全性に対する消費者リス

ク認知の構造・特徴、及び「主観的リスク認知」と「客観的リスク」との認知のギャップに

ついて理論的考察を行った。次に、信頼の構造と生成プロセスを考察した上で、「信頼は安全

と安心の両者を結ぶ、あるいは安全を確保するだけでは不十分で、信頼も得ることによりは

じめて消費者の安心が達成できる（安全の確保＋信頼の醸成→安心の確保）」という視点に立

って、消費者不安を解消するために、食品安全性の確保を図るとともに、消費者からフード

システムが安全である、との信頼が得られなければならない、と指摘した。更に、上記の視

点に基づき、信頼の生成に関して、現代の食品安全システムにおいてすべての関係主体と消

費者との明確的且つ効率的なリスクコミュニケーションが必要且つ重要となるという理論的

意義を提示した。 
 第 3 章の実証研究においては、消費者の食品安全性をめぐる心理的不安の規定要因は食品

安全システムに対する信頼性、という理論的視点に立脚して、中国における消費者の食品安

全信頼性の現状及びその規定要因を明らかにした。調査研究を通じた本実証研究では、食品

安全信頼性評価モデルの構築・検証によって、食品安全信頼性の「事業者への信頼性」、「外

部情報の取得と信頼性」、「監視・管理能力の感知と信頼性」、「消費者の自主管理」という４

つの規定要因から実証的分析を行った。また、共分散構造分析による食品安全信頼の実証モ

デルを通じた仮説検証の結果から、「食品安全の立法と規格体系づくりの強化」、「罰則の強化」

のほかに、「食品事業者と消費者との情報共有」、「消費者との効果的なリスクコミュニケーシ

ョン」、「リスク管理機関は食品安全を確保するための管理理念・方法を消費者に理解させる

こと」などの施策の方向性を提示した。更に、消費者にとっては、マスメディアや科学者・

専門家等からの外部情報の取得とその信頼性が、食品安全信頼性に最も強い影響を及ぼすこ

とにより、食品の安全性及び食品安全の施策に対する理解を深めるためのリスクコミュニケ

ーションが信頼醸成の鍵であると考えられる。 
 第 4 章の実証分析では、第 3 章の実証分析で明らかにされた結果を受け、食品安全信頼性

のもっとも強い規定要因である情報要因から、質問紙調査を通して、中国における消費者の

食品安全情報信頼性の状況を把握し、共分散構造分析による食品安全情報信頼性の心理要因

評価モデルの構築・検証を行った上で、食品安全信頼性向上をめざす食品安全情報の伝達手

法、あるいはリスクコミュニケーションのあり方を明らかにした。まず、食品安全情報信頼

性の状況に関して、全体的な食品安全情報信頼性、食品安全情報の情報源・情報発信主体と

その信頼性を把握した。そこで、SNS の急速発展により、政府機関や公共団体・第三者機構、

事業者などが、如何に SNS を十分かつ効果的に活用することが求められることを指摘した。

食品安全情報信頼性と対応傾向に関しては、「高信頼度」、「中信頼度」、「低信頼度」に分けて

分析を行い、「中信頼度」、「低信頼度」を持つ傾向が明らかであり、「高信頼度」を持つ人が

少ないという状況について分析も行った。更に、こうした食品安全情報に対する消費者の低

信頼性の状況、常に食品安全の問題による消費者の過剰反応や風評被害に密接に繋がってい

ると考えられる。更に、調査対象の属性を考慮して、食品安全情報への信頼性と人口学的変

量との相関分析を行った。分析のもとで、性別や学歴などの視点から食品安全信頼性向上た
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めの政策的方向性を提示した。次に、共分散構造分析による食品安全情報信頼性の心理要因

評価モデルの構築と検証においては、「SNS 情報信頼性」、「監視・管理情報信頼性」、「外部

情報信頼性」という３つの影響要因から実証的分析を行った。食品安全情報信頼性が「監視・

管理情報信頼性」（正の相関）、「外部情報信頼性」（負の相関）から強く影響される。監視・

管理に関する情報の開示に関して、消費者の信頼性が高い発信主体としての政府、関連協会・

第三者機関などからの発信を強化すべきであると提示した。また、監視・管理による情報の

開示は、SNS 使用との相関が弱いの根源は、SNS 利用の不十分・不効率や運用面での問題点

であると指摘した。SNS の情報過剰によるマイナスの影響も考えなければならない。外部情

報に対する信頼性の課題は、信頼されている発信主体である政府、マスメディア（従業者）、

専門家、有名人、医者などが食品安全情報を伝える時にも伝達の方式を考える必要がある。 
第 5 章は、日中比較を通じて、食品安全管理システム的視点から、両国における食品安全

の確保に関する制度的比較を行った上で、中国における消費者に向けたリスクコミュニケー

ションの現状と課題、及び今後の取り組みについて、一層の解明を目指す。まずは、日中比

較研究の背景と成立性を論述した。次に、法制度と行政体制の視点から、日中両国における

食品安全の確保に関する制度的比較を行った。そして、同じ視点から、日中の比較研究を通

じ、中国における食品安全の確保ににかかわる制度的課題とその施策の方向性を提示した。

また、日中比較研究によって、法律面、行政体制の面、リスクコミュニケーション実践の面

の３つの視点から、中国における食品の安全性への信頼性、あるいはフードシステムへの信

頼性の向上を求める食品安全リスクコミュニケーションの課題を纏めた。最後に、本論文の

理論分析、実証分析の成果を踏まえて、日中比較から検討した中国の諸問題により、中国の

食品安全の確保に向けた法律と行政体制の整備・改善、及び食品安全に関する消費者の信頼

の構築などの視点から、日本の経験を参考に、今後の方向性及び政策のあり方について、５

つの提案を行った。 
第 1 に、不適切な事業活動を是正するための法的措置、行政体制の整備に関する対応が必

要である。主に２つの政策の方向性が提示する。一つ目は、食品安全の立法と規格体系づく

りを全面的に強化し、また違法行為に対する罰則についてもさらに強化する必要がある。二

つ目は、食品事業者と消費者との情報共有による信頼関係の構築が求められている。食品ト

レーサビリティシステムの導入による情報開示の制度化が急務となっている。第 2 に、中国

における食品安全行政は、政府の監視・管理を強化させても、消費者の食品安全信頼性向上

にあまり効果がでないのが現状である。近年、中国における食品安全に関する法の全面的な

改正及び制度の改革が着実に進められてきたが、その有効性、あるいは信頼性向上において

は疑問が残っている。リスク管理機関は食品安全を確保するための管理理念・方法を消費者

に理解させることが必要である。第 3 に、消費者との科学的且つ効果的な食品安全情報共有

システム・情報の収集伝達手法の開発が非常に重要だと考える。主に、①SNS からの情報量

が急増したが、その信頼性は情報量の増加に追いついていないのが現実である。如何に SNS
を十分かつ効果的に活用することが求められる。②消費者属性別の特徴に応じ、適切な情報

伝達の情報発信源・発信手法・方式の組み合わせによる効果的な情報提供が求められている。

第 4 に、リスクコミュニケーションを支援する科学者・専門家の養成や訓練、消費者との情

報や意見の交換の強化やマスメディアとの協力の促進、食品に関連する情報の提示、及び食

品のリスクに関する基礎的な問題を関係者が議論する場の設定を目指すべきである。また、

食品安全情報に対する信頼性に関して、「多くの被調査者が受信者としては、「共感」を持て

ない」という現状に対して、消費者側の立場に立っているとの認識が信頼を得たい場合は、

より消費者の立場に近く「共感」の持てる情報の発信・伝達が非常に重要であると考えられ

る。第 5 に、消費者の自主管理能力（知識、リスク認知能力、判断力、情報処理能力など）
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の強化により、自分が選択した食品に対して自信を持つため、食品安全情報信頼性も高める

べきである 。前提となる科学的知識の普及や丁寧な情報の収集を含めた食品安全自主管理の

強化は、食品リスクに対する消費者の過剰な反応を抑制し、消費者の食品の購買行動にも影

響し、信頼できる食品のみを購入することが容易に想像できる。消費者に対する食育活動の

展開が大きな意義を持つと考えられる。 
主な引用文献・参考文献は下記の通りである。 

第 1 章 
【書籍・論文・雑誌】 

＜英文＞（年代順） 
John Patten, English Towns 1500-1700, Folkestone: Dawson, pp. 57-58, (1978) 
Ni Honggang, Zang Huizang. Law Enforcement is key to China’s food safety, environmental 

Pollution, pp.157, (1990-1992) 
A. Bernard, C. Hermans and others, Nature, Vol.401, No.6750, p231-232, (1999) 
Chen Chuanyi, China’s Memorandum of Anti- counterfeit. Beijing: Writers Press, pp.58-60, (2006) 
Philip J. Hilts. Protecting America's Health: The FDA, Business, and One Hundred Years of 

Regulation. Trains by Yao Mingwei. Beijing: China Water-Power Press, pp.3-4, pp.24-25, 
(2006) 

Zhou Zaohong. Game Analysis of Public Participation management in the food safety in China. 
East China Economic Management, Vol.23 No.9, pp. 105-108, (2009) 

ZHONG Funing. YI Xiaolan. Analysis on Difference Between Consumers' Concers and Actual 
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