
 
 

 

 

 

Good Agricultural Practices の略 
[農水省] ＧＡＰとは「農業生産工程管理」 
 

 

 

 

 
 

農業においての食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性 

を確保するための生産工程管理の取組のこと。 

 

 

 

 

 

 

 
[農水省] 

「我が国の多くの農業者や産地が取り入れることにより、結果として

持続可能性の確保、競争力の強化、品質の向上、農業経営の改善や効率

化に資するとともに、消費者や実需者の信頼の確保が期待される。」 
            

 《持続可能性の確保》 

⇒食品安全、労働安全、環境保全、人権保護、農場経営管理等の持続可能性を  

確保 

 《競争力の強化》 ⇒日本農業の競争力強化の基盤として戦略的なもの 

 《品質の向上》 ⇒農産物の品質の向上（主に食品としての安全性） 

 《農業経営の改善や効率化》 

 ⇒生産資材や作業の無駄の削減などマイナス面の削減 

 《信頼の確保》 

 ⇒認証取得による。活動による見た目の向上や農産物品質の向上によるなど 

 

ＧＡＰって何？ 

ほか「良い農業の実践」、「より良い農業生産」などとも 

リスク回避して持続可能な農業経営を目指すための

手法のこと 
 

ＧＡＰしたら何がええんな？ 

ほんで、「農業生産工程管理」とはなんなん？ 

ＧＡＰ（ギャップ）とは何か？ 

取り組むメリットは？ 
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「GAP に取り組む」（する）ことと、「GAP 認証を取る」（とる） 

こと 2 つがあります。 

取引先から求められるなどで認証が必要な場合以外は、認証までは取らずとも、取り

組むだけでもよい。認証を取らずとも取り組めばメリットが得られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＧＡＰ認証取得 

あなたの農産物

取引しませんか？ 

信頼できるので

取引しましょう！ 

取引希望者 

生産者 

次代のためにも農場内を

働きやすく効率よくしたい 

ＧＡＰを実践 

生産者 

（ＧＡＰをとる） 

（ＧＡＰをする） 

ところで、食品安全は？環境保全は？ 

労働安全や人権保護は？農場経営管理

は、きちんとしていますか？ 

証明できますか？ 

消費者へ 

事例１ 

事例２ 

・生理・整頓⇒資材の無駄がなく

なった 

・農機の管理⇒安心してすぐ作業

できる 

・ほ場の見える化⇒効率よくほ場

を管理できる 

・事故に備えて連絡体制や保険

整備⇒安心して働ける職場⇒人

が集まりやすくなった など 

実践すると 

どなんしたらＧＡＰへ関われるんな？ 
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良い取組みとは？ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAP を「する」とは、 

農業活動において良い取組みをすること 
 

適正な農業経営管理が確立される 

様々な 

リスクに 

備える！ 

盗難への備え 農薬保管・在庫管理 

農場危険個所のはあく 

自然災害への備え 

運搬・保管時のリスク対策 

火災やケガへの備え 

防除の作業者・飛散等周辺リスク 

使用水、出荷調整器具等の衛生 

苦情・風評被害のリスク 

その他、自分の経営の様々なリスクに気づいて対策する 

ＧＡＰは自ら経営内を良くすること！ 

何したら、どんなええことがあるん？ 
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といったメリットが挙げられる。 
 

既に我が国は人口減少の時代、グローバルな時代、コロナ禍の時代です。事前にリ

スクを回避して農業をすることが重要です。 

 

×「出荷後に問題を指摘され、後から原因を調査する」のではなく 

◎「生産段階でリスクを可能な限り排除する」 
 

「農業は感覚だ！」は遠い昔で、GAP の中身は「農業におけるマニュアル」と言っ

てよいものです。 

まずは、ＧＡＰの手法をご自身の農業経営に取り入れることは、問題点を改善する

（ＰＤＣＡサイクルも行う）ことなので、経営が継続し続けられる「継続可能性の確

保」につながります。 

 

 

 

 

 

【取り組むデメリットは？】 
 ●取り組むだけなら、デメリットは無い 

●認証を取る場合は費用を認証機関に支払う必要 
個別認証の審査費用は 10 万円から 55 万円程度で、別途審査員の旅費やコンサ

ルティング費用などがかかります。 

団体認証の審査費用は審査費用を、受けようとする人数で割ることができます。 

また、加えて、認証にあたり農薬の保管庫などの設備投資が必要な場合がありま

す。ただし、これらの費用は自分の経営を良くするため。デメリットでしょうか？ 

ご自分にとってメリット、デメリットどちらが大きいか考えてみください。 

 

 

 

農作物品質の向上 

資材の不要在庫の減少 

農作業事故の減少 

生産・販売計画立案がしやすくなるなど 

従業員の責任感 

・自主性が向上する 

ＰＤＣＡ 

サイクル 

デメリット？ 

計画 実行 検証 改善 

普及センターには、ＧＡＰ指導員がいますので、お気軽にご相談ください 
香川県中讃農業改良普及センター  電話（0877）62-1022  善通寺市生野本町 1 丁目 1 番 12 号 

 
時世の波を超えるぞ！ 

経営を改善だ！ 
 

適正な農業経営管理が確立されると 
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