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協会動向

２０２１年度

事 業 計 画 書

自 ２０２１年 ４月 １日

至 ２０２２年 ３月３１日

東京都中央区日本橋本町２－３－４ 江戸ﾋﾞﾙ４  

１． 基本認識

　２０２０年度は新型コロナウィルス感染症の蔓延により様々な事業活動に影響が及び、 特に観

光・交通・外食の各産業においては事業規模が大幅に縮小し、 経済全体に与えた影響は大きく、

足元においても回復の兆しが見えていない状況にある。 加工食品流通業界においては、 業務

用需要が大きく落ち込む中で家庭用需要は安定的に高位で推移し、 その結果業態ごとに好不

調が顕著に現れ、 既に従前の状況には戻り得ないものとの認識が広まっている。 その様な状況

に中で、 当協会として従来より重点的に取組みを行っていた物流効率化テーマにおいては、 業

界協調分野という認識が共有され、 サプライチェーン全体での解決を模索する動きが活発になっ

ている。 またサプライチェーン全体を繋ぐデータ基盤の構築テーマについても、 同じく業界協調

分野との認識のもと、 社会全体のデジタル化の流れの中でその検討が加速化している。 当協会

としては、 引き続きこれらのテーマに主体的に取組み、 発信力を高めながら、 サプライチェーン

全体の要としての役割を果たしていく。

　加えて、 ＳＤＧｓの根幹をなす環境問題についても、 業界として取り組む姿勢を明確にし、 協

調分野として協会が関与すべきテーマも多いことから、 上記テーマに加え新年度より重点テーマ

に加え、 会員各社の連携の中で問題解決に向けた推進を図って行く。 また新年度の特有なテー

マとして、 ２０２３年１０月に導入される 「適格請求書等保存方式 （インボイス制度）」 への対応

がある。 次年度以降の開始ではあるが、 軽減税率導入の際の経験を踏まえて、 業界相互の認

識共有と周到な準備が必要であり、 新年度における対応がスムーズな導入の前提になるものと

考えられることから、 当該テーマについても重要テーマと位置付け、 業界に向けた主体的な発

信を行っていく。
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２． 基本方針 （重点テーマへの取組）

（１） 「持続可能な物流の構築」 に向けた対応

　２０２０年３月に 「加工食品分野における物流標準化アクションプラン」 が行政主導で策定さ

れ、 その方向性を具体的な対応に落とし込むための民間中心のプロジェクトが各分野で進めら

れている。 また新たな 「総合物流施策大綱」 の検討が進むなど、 持続可能な物流の構築に

関する動きが活発化する中で、 物流問題はサプライチェーン全体の中で解決すべき協調テー

マであるとの認識が浸透しつつある。 これらの動向に中間流通事業者としての立場で積極的に

関与し、 サプライチェーン全体の効率化実現に寄与することが、 食品卸売業界の持続性に繋

がるものであり、 その観点から下記の施策を推進するものとする。

　 ・ 「納品リードタイム延長問題」 を始めとした物流の安定化 ・ 効率化についての製販への働

きかけと阻害要因となっている商習慣見直しの協議

　 ・ ＡＳＮ （事前出荷情報） の実装と検品レス、 ノー検品の実現に向けた調査 ・ 研究

　 ・ 「Ｎ - Ｔｏｒｕｓ （日食協トラック入荷受付 ・ 予約システム）」 の拠点拡大と収支安定化

（２） 「サプライチェーン全体を繋ぐデータ基盤の構築」 に向けた対応

　加工食品流通業界は製、 配、 販の各層がそれぞれの最適を目指して、 完成された情報シス

テムを有しているが、サプライチェーン全体最適の観点から見るとまだまだ課題が残されている。

受発注のＥＤＩにおいては、 メーカー ・ 卸間は業界ＶＡＮが機能し、 効率化が実現されている

が、 卸 ・ 小売間は多数のＥＤＩが存在し、 通信手段、 フォーマットを含め標準化が遅れている。

また物流情報については、 卸 ・ 小売間ではＥＤＩでの出荷情報のやり取りが一般的になってい

るものの、 メーカー ・ 卸間では未だに紙媒体での受け渡しが一般的で効率化は進んでいない。

これらの状況を踏まえ、 昨今進んでいる各プロジェクトに積極的に関与しながら、 下記の施策

を行うものとする。

　 ・ 「ＥＤＩ共通プラットホームの構築」 に向けた調査 ・ 研究

　 ・ 「納品伝票の電子化」 への関与と実装に向けた調査 ・ 研究

　 ・ サプライチェーン全体で共有する 「物流データプラットフォーム」 構築に向けた調査 ・ 研究

（３） 環境問題に対する食品卸売業としてのコミット

　昨今、 各業界でＳＤＧｓが声高らかに謳われ、 企業戦略の立案に於いても、 このテーマにど

う関与し、 その責任を果たすかという観点無しには組み立てられない要素になって来ている。

従って、 これをどう各企業が戦略に落とし込み、 それぞれの価値向上に寄与させるかという点

で見れば、この分野は当然に競争領域であると云える。しかしながら食品卸売業全体がサスティ

ナブルな業界であるための課題を共有し、 そのための課題解決の方向性を研究することは協

調領域であり、 それが各企業それぞれの競争領域のレベルを向上させることにも繋がると考え

られる。 この様な認識のもと、 協会としても当該テーマを重点テーマとして位置付け、 下記の

施策を実行する。

　 ・ 現在の協会内組織である 「環境問題対応Ｗ ・ Ｇ」 及び 「環境数値算定標準化協議会」
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を発展的に解消し、「サスティナビリティ研究会」 を設置し、その傘下に 「環境問題分科会」

と環境問題以外の広範囲なテーマを扱う 「ＳＤＧｓ分科会」 を設置する。

　 ・ 「環境問題分科会」 では、 「脱炭素社会の実現」、 「線形経済から循環経済への転換」 を

基本方針とし、 省エネルギー推進とＣＯ２排出量削減、 プラスティック廃棄物削減、 食品ロ

ス削減のテーマについて調査 ・ 研究を行う。

　 ・ 「ＳＤＧｓ分科会」 では、 ＳＤＧｓ関連テーマの情報共有を行い、 業界標準としてのルール

や協業できる取組みを検討する。

（４） 「インボイス制度」 導入に向けた対応

　２０２３年１０月の制度導入に向けて、 新年度はその準備を本格化させる年度となり、 この１年

の成果が安定導入を図るうえで大きな前提となる。 それには卸業界のみならず、 製販を含めた

加工食品流通業界全体で、 認識の共有と運用ルールについての合意を行う必要がある。 既に

協会では２０２０年度よりインボイス制度対応専門部会を設け、 具体的対応の検討を

行ってきたが、 業界内のガイドラインとなる 「インボイス制度対応－企業間取引の手引き」 も第１

版が完成を見たので、 これに基づいて下記の対応を行うものとする。

　 ・ 「インボイス制度対応－企業間取引の手引」 の公開と啓蒙活動

　 ・ メーカー団体及び小売業団体との相互認識共有のための活動

　 ・ 日食協標準ＥＤＩフォーマットの検討及び仕様公開

　 ・ 流通ＢＭＳチェンジリクエストの検討及び仕様公開

３． 個別事業計画

　各委員会、各研究会及びワーキンググループにおける具体的活動については、上記基本認識、

基本方針に基づき、 今後開催する各会議において実施計画を策定するものとし、 この後に開催

される理事会に逐次報告するものとする。

以上
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協会の HPが新しくなりました。
日食協のホームページを改修しました

「一般社団法人日本加工食品卸協会」のホームページを改修、 月 日リリースしました。
主な改修ポイントをご案内します。

① 「欲しい情報をより検索し易く」を主眼に分類項目を以下のように整理しました。
・ ＝ トップ画面
・協会について

「会長挨拶」「協会概要・沿革」「定款」「組織図・役員」「会員一覧」
「事業計画・事業報告」「アクセスマップ」「日食協シンボルマークとスローガン」
「日食協会員台帳フォーマット」

・各種情報
「労務・総務」「財務・経理・税務」「物流」「情報システム」「環境」「商品管理」
「研修会等資料」

・各種フォーマット
「改廃等ご案内」「帳票書式等」「 標準フォーマット」「その他フォーマット」

・
「 」「 とは」「ご利用ガイド」「基本契約書」「サービス仕様書」
「サービス申請書」「 利用者限定」

・会報
「 年」「 年」「 年」「 年以前」
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② 「協会について」の中に「会長挨拶」を新設しました。

③ 「お知らせ」に掲載する最新情報は基本的に「各種情報」と二重掲載し「お知らせ」
の掲載期限後も閲覧可能です。

日食協会員台帳フォーマット 
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④ 業界標準トラック入荷受付・予約システム「 」をトップページのメイン
メニューのひとつとして配置しました。

⑤ 会報バックナンバーは データを主要項目単位で分割してファイルサイズを
下げ、ダウンロードを容易にしました。


