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堀北： HACCPは教科書にも載っていて，ある程度内容
は把握しているのですが，GAPは名前は聞いたこと
はあるのですが内容はよく知りません．そもそも，
GAPって何ですか？

白戸： GAPは，Good Agriculture Practicesの頭文字を
とったものです．直訳すれば，「よい農業の実践」で
すが，「適正農業規範」「農業生産工程管理」などと訳
されてます．農業の持続可能性を確保するために，①
食品安全，②人権の尊重，③労働安全，④環境保全，
⑤適切な農場運営，さらに畜産では，⑥家畜衛生，⑦
アニマルウェルフェアの 7つの視点で，農業者が何を
すべきか，具体的な項目と取り組むべき内容が示され
ています．

堀北： 農場 HACCPと似ているような気がしますが，
その相違は後ほどお聞きするとして，GAPには国際
的な標準や基準というものがあるのですか？
白戸： 先ほどの畜産であれば 7つの視点で基準を作ると

いう共通した考え方はありますが，世界各国の民間団
体がそれぞれに基準を作り，認証制度を管理していま
す．例えば，Global G.A.P.はドイツに本部のある Food 

PLUSが運営しており，日本国内でも認証を受けてい
る農産物農場があります．日本では，一般財団法人　日
本 GAP協会が，農産と畜産に関する基準書を公表し，
認証制度を運営しています．「JGAP畜産」の農場用
の基準書（図 1：https://jgap.jp/jgap/livestock/）
には，116項目の管理点とそれぞれの適合基準が書か
れています．例えば，「1．農場管理の見える化」では
6つの管理点が設定されており，管理点 1.2「地図の
整備」では，「リスク評価に活用するために，少なく
とも畜舎や倉庫，廃棄物保管場所，水源等の情報を記
載した地図を作成している」が適合基準なので，それ
らを用意します．2017年に畜産の基準書が公表され
て 6年ほど経ちますが，JGAP畜産の認証取得農場は
年々増加しています（図 2）．日本の畜産事情を踏ま
えた基準なので，取り組みやすいと思います．

堀北： そうなんですね．ベースとなる 7つの視点は世界
共通ですが，それをどう実現するかという具体的な項
目は国によって違うのですね．日本でも JGAP畜産
の認証を取得する農場は年々増えているということで
すが，GAPとは認証を取ることなんですね？
白戸： いいえ，農林水産省では「GAPをする」と言って，
あらゆる農場に GAPへの取組を推奨しています．
「GAPをした」時に，第三者の審査を受けて認証を取
得するかしないか，それは個々の経営者の判断です．
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GAPと聞くと，何だか難しいように思われてしまう
のですが，「JGAP畜産」基準書の中身を読めば，日
本の畜産生産者なら普通に取り組んでいるような内容
が多くあります．「年 1回以上，飼養衛生管理基準の
実施状況を確認すること」「精液・受精卵・家畜を導
入したら，記録（納品書等）を保管すること」「出荷
前の家畜が休薬期間中でないことを確認すること」
等々．畜産経営の持続性を高めるために，どんなこと
に留意したらよいか，何をしたらよいかなどポイン
トを絞って具体的に示しています．農場の現状を一度
チェックしてみて，不足している取組や農場が課題だ
と思っている項目の改善から始めることをお勧めして
います．

堀北： 普段の飼育管理で実践していることや気を付けて
いることがそのまま GAPにつながり，しかも日常の
管理における改善点や実施するべきことのあぶり出し
にもなるのですね．とはいえ，JGAPの認証を取ろう
とするといろいろ大変だったり，取得した後も定期的

に審査を受ける必要があったりとちょっとハードルが
高いなと思う人がいるかもしれません．そんな人たち
が，わざわざ認証は取らないにしても，「JGAPをす
る」意義はありますか？
白戸： 確かに大変さはあります．でも，GAPに取り組
むことは，人，家畜，環境に配慮した，よりよい農場
作りに役立ちます．畜産経営者は，本当に多くのこ
とを考えなくてはいけないですよね．JGAP畜産に取
り組めば，やるべきことが明確になり，その負担を軽
くすることができます．JGAPは，農場運営を助ける
ツールと思ってください．例えば，経営者が農場内を
整理整頓したいと思っていても，廃棄物の片づけがな
かなか進まない，という状況があるとします．JGAP

に取り組み始めれば，「整理・整頓・清掃」という管
理点に適合させるために，片づけを始めざるを得ませ
ん．たいていは，ただ片づけるだけじゃなくて，使い
勝手がよいように改善するアイデアが出てきます．現
状を変えるきっかけを作って，農場の課題解決にも役
立つので，多くの農場で，生産性の向上や危機管理対
応に効果がみられます．

堀北： なるほど．JGAPの利点がよく分かりました．一
方で，畜産の認証制度では農場 HACCPもあります．
「農場 HACCP」と「JGAP畜産」，両者にどんな違い
がありますか？
白戸： 農場 HACCPでは，食品安全・家畜衛生の確保を
主目的として，現状作業の明確化や危害要因分析を
行って，生産工程を HACCP計画で管理します．加
えて，品質マネジメントシステムの考え方を取り入れ
て，内部統制や教育訓練が充実した農場管理の仕組み
が確立されますが，それなりに，文書作成や記録に労
力を必要とします．一方，JGAPは，食品安全や家畜
衛生の目的は共通していますが，働く人の安全や，地
球環境への配慮，アニマルウェルフェアの確保を目的
とした内容が含まれています．浅く，広く，というイ
メージです．個々の項目ごとに，適合基準が平易な言

自給飼料専用項目

F1 草地等の立地に関する管理
F2 種苗の管理
F3 農薬・肥料等の管理
F4 環境保全を主とする取り組み
F5 飼料生産工程の情報管理

図 1　JGAP畜産　農場用管理点と適合基準の目次

共 通 項 目

1 農場管理の見える化
2 経営者の責任
3 人権の尊重と労務管理
4 教育訓練・入場者への注意喚起
5 外部組織の管理
6 商品管理
7 生産工程におけるリスク管理
8 作業者および入場者の衛生管理
9 労働安全管理および事故発生時の対応

10 設備・機械等の管理
11 エネルギー等の管理，地球温暖化防止
12 廃棄物の管理および資源の有効利用
13 周辺環境・生物多様性への配慮

畜産専用項目

L1 家畜の飼養管理
L2 家畜排せつ物の管理
L3 動物用医薬品の管理
L4 水の管理
L5 精液・受精卵・導入家畜の管理
L6 飼料の管理
L7 敷料の管理
L8 識別管理
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図 2　JGAP畜産の認証農場数（年度末）
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葉で具体的に書かれているので，農場 HACCPより
始めやすいだろうと思います．

堀北： JGAPでは，衛生管理を中心とした農場 HACCP

よりも幅広い項目が設けられているんですね．人，動
物（家畜），環境の健康を考える One healthに通じ
るものがあります．
白戸： そうです．SDGsとも関連する項目が多くありま
す．今は，持続可能性を重視する価値観が企業や消費
者にも広がっていますから，JGAPは食品事業者にも
注目されています．

堀北： とはいえ，生産者が JGAP認証を取得したから
といって，すぐに生産物が高く売れるということはな
いと思いますが，JGAP認証を取ると，具体的にはど
んなメリットがあるのですか？
白戸： まずは，GAPに取り組んでいることを，見える
化できます．適切な農場運営や生産工程管理をしてい
ることを，第三者からの認証書で示せるので，生産物
の販売先や消費者からの信頼が高まります．確かに直
接的に販売価格が上昇するようなことは期待できない
のですが，認証取得によって新たな取引先として選ば
れるようになります．認証取得を取引条件にしている
例はまだ少ないのですが，東京オリンピック・パラリ
ンピックや大阪万博では，食材の調達要件として
JGAPが使われています．また，認証取得は，経営者
や従業員の意欲が高まる効果もあります．さまざまな
場面でよい変化を生み，事故率の減少，乳房炎の減少，
増体率の増加，飼料効率の改善などが実際にデータと
して把握されています．販売単価は変わらないけど，
コスト低減は農場の収益アップにつながるはずです．
JGAP認証取得で，「適正な労務管理を行って働きや
すさに配慮している農場」という評価を得ることは，
従業員の新規採用や離職防止に大きな利点になりま
す．JGAPを導入すると，農場の皆さんの意識が変わ
るのは確かです．

堀北： 経営者や従業員といった「農場の皆さんの意識が
変わる」のは，どうしてなんでしょう？ 何か仕掛け
があるのですか？
白戸： JGAP認証を取得すると，審査を受けて認められ
た農場としてのプライドが生まれます．認証農場の名
前は日本 GAP協会や農水省から公表されるので，経
営者も従業員も，外から見られていることを意識する
ように思います．希望する農場は，JGAPロゴマー
クを表示して，認証取得を PRすることもできます．
認証を目指して JGAPの各項目に取り組む過程にも，
農場内の意識を高めていく項目があります．「経営者

は，JGAPの取組に必要な農場管理の方針を文書化し
て，農場内に周知する」ことが求められます．もちろ
ん，紙に書いた方針を示すだけで意識が変わるわけで
はないので，経営者・責任者には，従業員との日常的
なミーティングや定例会議などを通して，農場内で
JGAPに取り組む意識の醸成を図ることが求められて
います．

堀北： なるほど，どのような職種や職場でも日常的な
ミーティングはとても重要ですが，それを実施する仕
組みになっているのですね．
白戸： 農場によっては，従業員を集めて，「JGAP始め
るぞ！」とキックオフ・ミーティングをするところも
あります．方針や目標を周知することで，農場で働く
人の意識を同じ方向に向けられます．また，家畜衛生
や飼養管理に関する教育・訓練も実施されるので，
個々の作業の意味を理解することで，より適切に作業
が行われるようになります．マニュアル等を作成し
て，作業の斉一性を高めている農場もあります．毎日
の豚の観察でも，目的意識を持って豚を見れば，些細
な変化にも気づくようになるでしょう．作業で起こり
得る事故の危険性を知って，危険予知ができれば，労
働事故の防止につながります．先ほどの整理整頓に関
しては，乱雑な状態が当たり前だったのが，一度きれ
いにすることで，整理整頓が当たり前との認識に変
わっていきます．

堀北： JGAPには，農場の皆さんの意識や行動が変わる
仕組みが備わっているのですね．ということは，農場
内の経営者と従業員の，あるいは従業員同士のコミュ
ニケーションも変わりますか？
白戸： 元々，コミュニケーションが活発な農場では，特
に変わらないかもしれません．でも，変わる農場もあ
ります．認証基準の中で，直接的にコミュニケーショ
ンに触れている管理点がいくつかあって，先ほどの方
針の周知もそうですし，労務管理に関して，「経営者
と労働者との間で，年 1回以上，労働条件，労働環境，
労働安全等について労働者が意見を伝えやすい環境を
整えて意見交換を実施し，実施内容を記録すること」
や，「家族間の十分な話し合いに基づく家族経営を実
施していること」が適合基準になっています．外国人
労働者がいる場合は，理解できる言語で労働条件を提
示することや，理解できる言語や表現で教育訓練を行
うことが求められます．また，生産工程や環境におけ
る食品安全・家畜衛生・労働安全に関するリスク評価
では，「有効性を高めるために，責任者と作業者が共
同で実施すること」となっています．
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堀北： 半ば強制的に，コミュニケーションを取ることに
なる？
白戸： そう感じられる場合もあるかもしれません．で
も，まずは，コミュニケーションの「場」を作ることっ
て大事ですよね．労務管理の年 1回以上の意見交換の
場では，休日を増やしてほしい等の要望も出てきます
が，子豚の管理方法についての提案が出たり，設備の
改修アイデアが出たりもします．場を設定して，発言
しやすい環境を整えることで，コミュニケーションが
促進されるって，ワークショップの基本と共通してる
なあ，と感じます．

堀北： そうですね．「場」づくりはワークショップやコ
ミュニケーションの要諦ですね．そのような場を作る
仕組みが JGAPにはあるということですね．内部コ
ミュニケーションについては分かりました．一方，農
場と外部のコミュニケーションについてはどうです
か？
白戸： JGAPの理念には，「サプライチェーンに関わる
すべての食品事業者，消費者とのパートナーシップを
構築し，持続可能な社会の実現に貢献します」と書か
れています．畜産農場が，直接的に消費者とつながる
ことは少ないですが，出荷した家畜や畜産物に関する
苦情を想定して，対応責任者や対応手順を決めておく
ことになっています．農場の周辺地域において，住民
や自然環境へ配慮することや，外部からの苦情があっ
た時には記録すると言う適合基準もありますし，近隣
地域で生物多様性を目的とした活動がある場合は参加
することが推奨されています．畜産農場には常日頃か
ら，獣医師を始め，人工授精師，飼料・動物薬等の供
給者，農協，家保等々，実に多くの取引先や来場者が
あります．JGAPでは，来場者向けの注意事項を文書
化して提示することになっているので，事前に配布し
たり，農場入り口に掲示したりします．伝達事項を文
書化するのは，一見面倒なようですが，内容が明確に
なり，双方の安心感，信頼感にもつながります．

堀北： 関係者や周辺の人たちといった外部とのつながり
が，かなり密になるということですね．
白戸： 外部とのコミュニケーションは促進されると思い
ます．JGAP導入の当初は，外部の JGAP指導員の支
援も欠かせません．家保や普及センターから JGAPに
関する支援を受けたことで，JGAP以外の相談もしや
すくなったとも聞きます．私の関わった小規模肉用牛
農家の経営者からは，いつもは一人で作業をしている
けど，JGAPはチームで協力して楽しかったとの感
想をもらいました．新しい取組をすることで，外部と
の関係性が拡張する効果も期待できます．審査に行っ

た JGAP認証農場では，教育ファーム活動や小中学
校への出前授業，地域イベントへの出展，耕種農家と
連携した循環型農業の実践，直営店舗での畜産物販売
などの多彩な取組が見られます．

堀北： お話を伺っていると，認証農場は，元々，意欲的
な農場が多いということでしょうか？
白戸： そうですね，わざわざ認証を取ろうと考える時点
で，経営者には相応の意欲がありますね．

堀北： 「経営者には」？　ということは，うがった見方を
すると，経営者には意欲があるけど従業員には意欲が
ない場合もあるのかなと思いました．従業員も含めた
農場全体ではどうですか？
白戸： 最初から，農場一丸で取り組むのは難しいだろう
と思います．農場の規模が大きければ大きいほど，従
業員全体に JGAPの考え方，やり方を浸透させてい
くことは大変です．必ず，「GAPなんて役に立つの
か？」と考える人や，従来の方法を変えることに抵
抗を感じる人がいるのが普通だと思います．そこをど
うやって，動かしていくか？　仕事だから，業務命令
だからではなく，やはりコミュニケーションですよ
ね．まずは，相手の言うことに耳を傾け，言葉を受け
とめて，理解に努める．その姿勢を相手が感じ取って
くれたと思ったら，今度は自分の言いたいことを伝え
る．そういうコミュニケーションができたら，農場の
持続可能性も高まるだろうと思います．あ，JGAPの
適合基準とは，また別な話ですけど．

堀北： 白戸さんは，面識のない農場に，審査に行くんで
すよね？ 初訪問の農場とのコミュニケーションで
気を付けていることってありますか？
白戸： 利害関係のある農場の審査には行けないので，必
ず初対面ですし，再訪するかどうかは分からず，基本
的に一期一会です．農場側も緊張するでしょうが，審
査員の私も相当ドキドキします．でも，なるべく緊張
していないフリをして，笑顔で和やかに話すようにし
ています．審査に入る前に，天候や農場までの道すが
らの光景，室内にある置物などの話題がアイスブレイ
クになります．審査の最初に，今日の審査で不適合の
判定があっても，4週間以内に是正されれば認証取得
可能なことを説明して，安心してもらいます．農場の
方へのインタビューでは，話すペースを相手に合わせ
たり，分かりやすい言葉を使ったりすることを心がけ
ます．不適合の指摘もしますが，第三者の目で見て，
その農場の優れた点をフィードバックするのも大事な
ことだと思っています．また，審査基準の意図を説明
したり，JGAP畜産の最新情報を提供したりするなど，



86

JGAPへの理解を深めてもらうようにしています．認
証取得後も，維持審査，更新審査とほぼ 1年に 1回，
審査を受けることになります．審査員が来ることが，
農場にとって意義ある機会になるようにしたいと思っ
てます．ちなみに，農場 HACCPと JGAPの審査員
には，私のように，定年退職した獣医師が多くおられ
ます．獣医師としての多様な経験が活かせる仕事だと
思います．

堀北： 私の知り合いの獣医さんにも関わっている人がい
らっしゃいます．審査員には，結構コミュニケーショ
ンスキルが求められますね．
白戸： そうだと思います．その点，獣医コミュニケー
ション研究会（NDK），以前は農場どないすんねん研
究会と言ってましたが，その会員として学んできたこ
とが，とても役に立っています．傾聴と共感は，どん
な時もコミュニケーションの基本ですし，短時間の接
点でも，農場の方とのラポールが感じられる時があり
ます．

堀北： 農場 HACCPについては聞く機会も多いのです
が，JGAPについては，あまり多くを知りませんでし
た．今日はいろいろと教えていただきありがとうござ
いました．最後に，今後の JGAPについて，どうなっ
ていくと思いますか？
白戸： 今は，畜産農場での動物虐待がニュースで報道さ
れたり，植物性の代替肉がスーパーで手軽に買えるよ
うになったりしています．畜産に対する一般消費者の
見方は，いろいろな意味で厳しくなっていくように思
います．今の JGAP基準は生ぬるい，と批判される
こともありますけど，食の安全・家畜衛生は言わずも
がな，地球環境やアニマルウェルフェア，働く人の安
全にも配慮した畜産を実践している農場である証とし
て，JGAP認証は有用だと思います．畜産物の買い手
である加工・流通・販売業者への認知度は徐々に広
がっていくでしょうし，補助事業等の採択要件に活用
される可能性もあるでしょう．畜産農場自身が社会の
変化に対応していこうという時に，JGAP基準書を一
つの拠り所やツールとして，活用してもらえたらと思
います．


