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序     文 

 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、ブルキナファソ国と締結した討議議事録（R/D）に基

づき、2014 年 10 月から 5 年間の予定で、技術協力プロジェクト「ゴマ生産支援プロジェクト」

を実施しています。 

今般、同プロジェクトの協力期間終了を目前に控え、協力期間中の成果と実績を振り返るとと

もに、今後の取り組みを整理するべく、評価 5 項目の観点からの評価を実施し、プロジェクト実

施関係者と協議を行うための評価調査団を 2019 年 3 月 10 日から 3 月 27 日及び同年 6 月 9 日から

6 月 22 日にかけて派遣しました。 

本報告書は、こうした一連の調査並びに協議の結果を取りまとめたものであり、プロジェクト

に係る今後の協力の方向性の検討にあたり広く関係者に活用され、ひいては日本・ブルキナファ

ソ両国の一層の協力関係の推進に寄与することを願うものです。 

ここに、本調査にご協力いただいた内外関係各位に深く感謝申し上げるとともに、引き続き一

層のご支援をお願いする次第です。 

 

2019 年 10 月 

独立行政法人国際協力機構 
農村開発部長 牧野 耕司 
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略語表 

評価調査結果要約表（和･英） 

 

第１章 終了時評価調査の概要 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 1 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 1 

１－２ 調査日程 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 1 

１－３ 調査団の構成 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 1 

１－４ 終了時評価調査の方法（評価分析）ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 1 

１－４－１ DAC5 項目評価 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 1 

１－４－２ データ収集方法 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 2 

 

第２章 プロジェクトの概要 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3 

２－１ プロジェクト実施の背景 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3 

２－２ プロジェクトの概要 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3 

２－３ 実施期間 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 4 

２－４ 実施体制 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 4 

２－５ 対象地域 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5 

２－６ 対象グループ ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5 

 

第３章 調査結果 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 6 

３－１ 投入実績 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 6 

３－１－１ 日本側投入 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 6 

３－１－２ ブルキナファソ側投入 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 7 

３－２ 活動実績 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 7 

３－３ アウトプットの達成状況 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 10 

３－４ プロジェクト目標の達成状況 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 17 

３－５ 上位目標の達成見込み ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 20 

３－６ プロジェクトの実施プロセス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 21 

３－６－１ プロジェクト運営に関する事項 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 21 

３－６－２ PDM の改訂 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 21 

３－６－３ 実施プロセスにおける貢献要因及び阻害要因 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 21 

３－６－４ 中間レビューの提言への対応状況 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 22 
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MAAH Ministère de l’Agriculture, et des Aménagements 

Hydrauliques 

農業・水利省 

OECD Organization for Economic Cooperation and 

Development  

経済開発協力機構 



 

略 語 正式名称（仏文/英文） 日本語 

OJT On-the-Job Training オン・ザ・ジョブ・トレーニング 

PDM Project Design Matrix (Cadre logique du Projet) プロジェクト・デザイン・マトリ

ックス 

PDSA Projet de Développement des Semences 

Améliorées 

優良種子プロジェクト 
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ブルキナファソ 案件名：ゴマ生産支援プロジェクト 

分野：農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部 協力金額：約 4 億 6,500 万円 

協力期間 （R/D）： 

2014 年 10 月 1 日～ 

2019 年 9 月 30 日 

 

先方関係機関：農業・水利省（MAAH）農村経済振興総局

（DGPER）、MAAH 植物生産総局（DGPV）、国立環境農業研

究所（ INERA）、ブックルドゥムーン州農業・水利局

（DRAAH-BM）、オーバッサン州農業・水利局（DRAAH-HB） 

日本側協力機関：株式会社 VSOC、公益社団法人国際農林業

協働協会 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

ブルキナファソの農村部においてゴマは伝統的に栽培されてきた作物である。耐旱性が比較

的強く、土地が痩せていても育つため、多くの農家で栽培されているが、粗放栽培が主である

ため、種子は自家採種したものを利用しているのが現状である。一般的に、国内におけるゴマ

の需要は少なく、家庭ではソースの材料として利用する程度であり、加工分野においても零細

な規模でのゴマを使ったビスケットや搾油が中心であるため、市場で取引される量もわずかで

ある。このため、2000 年代前半までのゴマの国内総生産量は、10,000～20,000t/年程度で推移し

ていた。 

近年ブルキナファソの輸出産品として重要な位置づけとなっている綿の国際価格が下降を続

けており、換金作物としての価値が相対的に低下してきたため、これに代わる輸出作物及びそ

れら輸出作物の多様化という観点から、政府がゴマを含む油糧作物・種子の振興を進めてきた

結果、次第にその生産面積と生産量が増加してきた。特に 2008 年以降は生産量が急増しており、

輸出総額の 3 位を占め（ブルキナファソ統計人口院、2008）ブルキナファソの経済にとってそ

の重要度が高まってきている。 

ブルキナファソは 2010 年 2 月に成長の加速化と持続可能な開発のための戦略（Stratégie de 

Croissance Accélérée et de Développement Durable：SCADD）を策定し、農業セクターを成長加速

化のための優先セクターと位置づけている。さらに、ゴマを含む油糧作物は国際市場への輸出

可能性の高い産業として注目されており、ブルキナファソ政府はゴマ産業を強化することを目

的とする技術協力プロジェクト「ゴマ生産支援プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」と記

す）をわが国に要請した。これを受け、JICA は 2013 年 9 月に詳細計画策定調査団を派遣し、

本プロジェクトの枠組みを決定した。その後、同国に派遣されていた農業・農村開発政策アド

バイザーが本プロジェクトの総括を兼任し、加えて 2014 年 10 月に長期専門家（コミュニティ

開発/業務調整）を派遣した。これをもって本プロジェクトが正式に開始され、2014 年 10 月か

ら 2019 年 9 月までの 5 年間の予定で協力を実施している。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標：対象地域のゴマの生産性が改善される 
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（2）プロジェクト目標：プロジェクト対象農家のゴマの生産性と収入が改善される 

（3）成果 1：ゴマ栽培の適正技術と知識の開発と普及がなされる 

成果 2：ゴマ新品種の選定が行われる 

成果 3：認証種子生産農家数と認証種子生産量が増加する 

成果 4：ゴマ関係者のマーケティング能力が改善される 

（4）投入（評価時点） 

1） 日本側 

・日本人専門家：2014 年 10 月より 3 名の長期専門家が派遣されている（合計 63.8 人/

月）。長期専門家の担当分野は、チーフアドバイザー/技術顧問、コミュニティ開発/業

務調整、営農/栽培。また、2016 年 2 月より 10 名の短期専門家が派遣された（合計 91.9

人/月）。短期専門家の担当分野は、総括/ゴマフィリエール形成支援、副総括/流通、普

及 1（FFS/FBS 実施・運営）、普及 2（農民組織化）、普及 3（視聴覚教材）/業務調整、

収穫後処理、農薬管理、通訳。 

・機材供与：プロジェクト車両、トラクター、事務機器等の機材がプロジェクト活動の

ために調達された。機材調達の合計額は 2017 年 4 月時点で FCFA 93,938,248（約 1,804

万円）1である。中間レビュー以降に供与された機材はない。 

・本邦研修：合計 20 名が本邦研修に参加した（2015 年：8 名、2016 年：12 名）。また、

3 名が第三国研修（ルワンダ）に参加した。中間レビュー以降の実施はない。 

・ プロジェクト運営活動実施費：2018 年 12 月末時点で、合計 4 億 6,543 万 1,000 円（FCFA 

2,423,236,320）が支出されている。 

2） ブルキナファソ側 

・カウンターパート（Counterpart Personnel：C/P）配置：15 名（ナショナル・コーディ

ネーター/プロジェクト・ダイレクター1 名、プロジェクトリーダー1 名、C/P 職員 13

名）  

・施設・土地手配：4 カ所の試験圃場と 3 カ所の日本人専門家の執務スペース（プロジ

ェクト事務所）がブルキナファソ側から提供されている。 

・ローカルコスト負担：FCFA 114,978,750（約 2,208 万 3,969 円、2014 年と 2015 年は予

算申請したものの予算配分がなかったため、左記の金額は 2016～2018 年の総額） 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

日本側 団長/総括 野口 伸一 JICA 農村開発部 農業・農村開発第二グループ

第五チーム 課長 

協力企画 阿部 剛 JICA 農村開発部 農業・農村開発第二グループ

第五チーム 調査役 

評価分析 岡野 鉄平 株式会社アイコンズ コンサルタント 

ブルキナ

ファソ側 

Mr. TRAORE S. Lionel Daniel 農業・水利省（MAAH）セクター調査・計画・

統計総局（DGESS） 

Mr. Bationo Jacques MAAH 農村経済振興総局（DGPER） 

 
1 FCFA 1= JPY 0.192070/JICA 統制レート 2019 年 3 月 
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調査期間 2019 年 3 月 10 日～3 月 27 日 

2019 年 6 月 9 日～6 月 22 日 

評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）活動実績 

終了時評価時点で、すべての活動が計画どおりに進捗しており、計画に大きな遅延はみ

られない。プロジェクトの 終段階となる現在は、ゴマ品種の特性確認や新品種の選定に

ついては活動が終了しているが、引き続きプロジェクト目標の達成に向けた、ゴマ生産の

適正技術の普及や種子生産に係る研修が実施されている。なお、本研修の成果は農民間普

及により対象地域での横展開を図るものであることから、本プロジェクトでは研修参加者

による農民指導についてもモニタリング・フォローアップを行っている。 

 

（2）成果の達成状況 

各成果の達成状況は以下のとおりである。 

 PDM 指標 達成状況 

成
果
1 

1-1. 中核農家を対象とした研修のモジュールと教材〔FFS/FBS（農民圃場の学校

/農民経営学校）、農民能力強化〕が開発される 

1-2. 180 名以上の農家が研修に参加する 

1-3. FFS/FBS に参加した農家の 90％以上が複数の技術を活用する 

100％達成 

 

100％達成 

100％達成 

成
果
2 

2-1. 1 種以上の新品種が種子登録のために選定される 

2₋2. 品種選択と基礎・育種のための技術ガイダンスが策定される 

100％達成 

100％達成 

成
果
3 

3-1. 中核農家を対象とした研修のモジュールと教材（種子生産）が開発される 

3-2. 180 名以上の農家が研修に参加する 

3-3. 対象グループの半数以上で、少なくとも 1 名の種子生産農家が登録される 

3-4. 年間平均 60ha 以上の認定種子生産面積が対象種子生産者により申請される 

100％達成 

100％達成 

100％達成 

100％達成 

成
果
4 

4-1. ゴマの品質管理に関する研修資料が作成される 

4-2. ゴマ関係者を対象とした品質管理に関するトレーニング/セッション/ワー

クショップが 10 回以上実施される 

4-3. 1 社以上の ANACES-B（ブルキナゴマ承認輸出業者全国組合）メンバーが

日本の輸入業者と直接契約を結ぶ 

100％達成 

90％達成 

 

0％達成 

 

成果 1：ゴマ栽培の適正技術と知識の開発と普及がなされる 

成果 1 に設定された、3 つの指標はすべて達成されている。指標 1-1 については、研

修年度ごとに研修 TOR が作成され、成果品として 13 点の教材が作成されるとともに、

各研修コースの研修用資料が作成された。指標 1-2 については、2016～2018 年の 3 年間

の研修に 191 名が研修に参加した。さらに、2019 年は 18 グループ、72 名の参加を予定

しており、プロジェクト終了時点で合計 263 名が研修を修了している見込みである。指

標 3 については、すべての農家が活用している技術が複数あることが確認された。 
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成果 2：ゴマ新品種の選定が行われる 

成果 2 に設定された、2 つの指標はどちらも達成されている。指標 2-1 については、

PAKRE SAAYA、BO NOGORA、A KILOM の 3 品種が選定され、2018 年 2 月に品種登録

申請が行われ、認証機関による確認・検査作業はすべて終了している。今後、登録に向

けて必要書類への署名さえ終われば、国家品種カタログへも掲載されることになる。ま

た、2 年分のデータは揃わなかったものの、SKC34-BDL4 と SKC35-BDL5 の 2 品種を将

来の有望品種として選定し、今後のデータ取得については、C/P 機関である国立環境農

業研究所（Institut National pour l’Environnement et de la Recherche Agricole：INERA）に託

されている。指標 2-2 については、2018 年に認証種子生産テキストマニュアルを作成し、

2018 年 4 月にワークショップにて承認された。マニュアルは、植物生産総局（Direction 

Générale des Productions Végétales：DGPV）、INERA をはじめとした関係者に配付されて

いる。 

 

成果 3：認証種子生産農家数と認証種子生産量が増加する 

成果 3 に設定された 4 つの指標はすべて達成されている。指標 3-1 については、2018

年に認証種子生産イラストマニュアルが発行された。写真を多く使ったテキストは、州

局の種子検査官をはじめとした関係者に配付され、高い評価を得ていることが確認され

た。指標 3-2 については、種子生産研修が、FFS/FBS ファシリテーター研修と同時に実

施され、これまでに 191 名の中核農家が参加している。指標 3-3 については、対象グル

ープの 81.3％にあたる 78 グループから、合計 96 名が種子生産農家として登録している。

指標 3-4 については、2018 年 11 月の時点で、合計 57 名が種子生産の申請をしており、

合計で 185ha が作付されている。2018 年の種子生産申請面積は、61.6ha となり、指標は

達成されている。 

 

成果 4：ゴマ関係者のマーケティング能力が改善される 

成果 4 については、3 つの指標のうちの指標 4-2、指標 4-3 が未達成であり、このうち

後者の指標は、プロジェクト終了までに達成される見込みが低い。指標 4-1 については、

2016 年から実施している流通研修に用いられる研修教材が作成された。指標 4-2 につい

ては、これまでに 9 回のトレーニング/セッション/ワークショップが開催され、2019 年

には 1 回以上が開催される予定である。指標 4-3 については、現時点で日本の輸入業者

と直接契約を締結した ANACES-B メンバーはいない。プロジェクト完了まで半年の段階

で指標達成に直接関連する具体的な活動成果がみられないことから、プロジェクト期間

中に達成される見込みは低い。 

 

（3）プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：プロジェクト対象農家のゴマの生産性と収入が改善される 

プロジェクト目標に設定された 2 つの指標はどちらも達成される見込みが高い。 終

的な達成判断のためには、エンドライン調査の 終結果を待つ必要があるが、指標 1「対

象農家の 70％以上がゴマ生産によって収入が向上する」については、エンドライン調査

の中間取りまとめ結果において、88.5％の中核農家（有効回答 139 件中 123 件）がゴマ
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生産により収入が向上していることが確認された。現地調査において聞き取りをした 8

グループ、14 名の中核農家についても、すべて収入が向上していると回答している。ま

た、指標 2「対象地域のゴマ生産農家の平均収量が 20％以上向上する」については、ベ

ースライン調査結果とエンドライン調査結果の比較で、平均収量が 33.1％増加しており、

研修参加前年を基準とした単収の比較でも、おおむね 20％を超えて収量が増加してい

る。また、指標 1 と同じく、現地調査において聞き取りをした 8 グループ、14 名の中核

農家は、すべて収量が向上したと回答している。 

 

（4）上位目標の達成状況 

上位目標：対象地域のゴマの生産性が改善される 

上位目標達成に向けた基盤は構築されたものの、プロジェクト終了後のフォローアッ

プの仕組みが整備されておらず、達成に向けて課題が残る。プロジェクトのアプローチ

は政府機関の援助がなくとも技術の普及が期待できる「農民間普及」を行っており、上

位目標の達成に貢献するいくつかのポジティブな要素が確認された。また、プロジェク

トで選定された 3 品種が国家認定されており（正確には書類への署名が未了）、今後はブ

ルキナファソ国内に限らず、西アフリカ諸国経済共同体（Economic Community of West 

African States：ECOWAS）でも登録品種として承認・普及することが期待できる。 

しかし、上位目標達成に向けては、プロジェクトの研修に参加した中核農家及び中核

農家が指導したグループ・メンバーが周辺農家への更なる技術普及を継続していく必要

がある。そのうえで、①技術普及の核となる中核農家の人数が今後増える見込みが低い

こと、②フォローアップの仕組みがなく中核農家の技術の定着に不安が残ること、とい

った課題が残る。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：「やや高い」 

プロジェクト目標及び上位目標は、ブルキナファソにおける農業セクターの国家戦略及

びわが国の対ブルキナファソ援助方針と整合している。ブルキナファソ政府は、2010 年 2

月に成長の加速化と持続可能な開発のための戦略（SCADD）2011-2015 を策定しており、

農業セクターを成長加速化のための優先セクターと位置づけている。また、2018 年に策定

された農村開発セクター国家プログラム（Programme National du Secteur Rural：PNSR-II）

2016-2020 においても、ゴマを含む換金作物をブルキナファソの経済成長のための重要な

要素であるとしており、さらに、国家経済社会開発計画（Plan national de Développement 

Économique et Social：PNDES）2016-2020 においても、成長シナリオを実現するための重要

要因の一つとして、ゴマを含む換金作物の成長を挙げている。プロジェクトの目的は、地

域のゴマ生産農家のニーズとも合致しており、妥当性は高い。本プロジェクトでは公的機

関の支援がなくとも、農民から農民への技術普及が期待できる農民間普及のアプローチを

採用しており、目標達成のための適切な手段が取られているといえる。一方、C/P のなか

には、通常の業務とプロジェクト活動との関連性が薄く、積極的な関与ができなかったケ

ースも見受けられ、実施体制に課題がみられた。 
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（2）有効性：「高い」 

終的な評価結果は、エンドライン調査の完了を待つ必要があるが、2019 年 3 月に実施

した終了時評価調査（第 1 次）と、エンドライン調査の中間取りまとめ結果から判断する

と、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）で設定された

プロジェクト目標の 2 つの指標（対象ゴマ生産農家の①生産向上、②収入向上）が達成さ

れる見込みは高い。目標達成の貢献要因としては、高い意欲をもった中核農家を選定でき

たことが挙げられる。また、プロジェクト目標と各成果の因果関係も適切に設定されてい

る。各成果（成果 1：適正技術・知識の開発普及、成果 2：新品種の選定、成果 3：認証種

子生産者、生産量の増加、成果 4：関係者のマーケティング能力の向上）は、プロジェク

トの目標を達成するために不可欠なものであり、それぞれがプロジェクト目標の達成に寄

与している。 

 

（3）効率性：「中程度」 

日本側投入はおおむね適切であり、期待される成果の達成に結びついている。ブルキナ

ファソ側の投入については、ローカルコスト負担について、中間レビュー以降一定の改善

がみられたものの、依然として予算の支出額、支出時期において課題があり、予算を必要

とする活動への参加が制限されたことから、C/P 職員の積極的なプロジェクトへの関与が

限定的であった。また、中間レビュー時に指摘されたモニタリング・フォローアップ体制

の構築についても、予算不足の課題から、現地農業普及員〔技術支援エリア担当（Zone 

d’Appui Technique：ZAT）/技術指導ユニット（Unité d’Animation Technique：UAT）〕を巻き

込んだ活動をすることができておらず、課題が残ったままである。他のプロジェクトとの

連携については、種子生産マニュアルの策定において、過去に JICA が実施した技術協力

プロジェクトで作成されたマニュアルを活用している。また、ブルキナファソの農業分野

で支援を行っているドイツ国際協力公社（ Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit：GIZ）とは教材の活用やイベントの共催で連携している。 

 

（4）インパクト：「中程度」 

プロジェクト目標の達成を通じて、上位目標達成の基礎が構築されている。しかしなが

ら、プロジェクト終了後数年以内に対象 2 州全域に移転された技術を普及させ、ゴマ農家

の平均収量を向上させるためには、継続的な普及活動の実施が必要である。本プロジェク

トによる農民間普及のアプローチは公的機関の支援がなくとも農民から農民への技術移転

が期待されるものであるが、技術普及を通じて、より広い地域のゴマ農家の平均収量を向

上させるためには、継続的なフォローアップが必要である。どのような体制でプロジェク

ト成果の普及を推進していくかが、現時点で不透明であり、上位目標達成に向けて課題が

残る。一方、プロジェクトが選定した品種が国家認定されれば、ECOWAS 諸国でも登録品

種として承認されることから、プロジェクトのインパクトは大きくなる。また、対象農家

の生活改善においてもポジティブな波及効果がみられた。 

 

（5）持続性：「やや高い」 

政策面、技術面においては、プロジェクト終了後の持続性を大きく阻害する要因はみら
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れない。一方で、中間レビュー時から引き続き、組織面、財政面においては解決すべき課

題がみられた。 

〈政策面〉 

2018 年からゴマ戦略文書の策定が行われており、ゴマ重視のトレンドが今後も続くとみ

られる。C/P である農村経済振興総局（Direction Générale de la Promotion de l’Economie 

Rural：DGPER）は、農業分野の成長に向けた政策立案、実施を所掌しており、プロジェク

トの成果を踏まえた戦略の策定が期待される。 

〈組織面〉 

州農業・水利局（Direction Régionale de l’agriculture et des Aménagements Hydrauliques：

DRAAH）は高いオーナーシップをもって活動に参加しており、研修実施に係るノウハウは

DRAAH のフォーカルポイントに移転されている。また、研修の計画・運営の一連のプロ

セスを通じた技術移転は、DGPER のフォーカルポイントに対しても行われているが、本来

普及を担当する政府機関は DGPV であることから、C/P に移転された技術が今後どのよう

に活用されるかが明確ではない。 

〈財政面〉 

財政面に関しては、中心的な C/P である DGPER の担当業務が流通、収穫後処理、国内

消費といった業務であるなかで、プロジェクト終了後にも普及研修に十分な予算を配賦で

きる可能性は低いと考えられる。また、DRAAH、DGPV、INERA といった他の C/P におい

ても活動終了後の予算配賦の見通しは立っておらず、ブルキナファソ側の C/P 予算が不十

分かつ適時の予算執行が困難な状況は、今後も続くと予測される。 

〈技術面〉 

技術面での持続性については、中核農家に移転された技術は簡易なものが中心であり、

現地調査においても十分に活用されていることが確認されている。FFS/FBS は農家から農

家に技術が伝わることを主軸にした普及の仕組みであり、FFS による農民間普及のアプロ

ーチは相互扶助や共同作業に対する意識の高いブルキナファソの社会環境に合致してい

る。また、各種マニュアル等の成果品は、プロジェクト終了後の現場での技術普及に大き

く貢献できるものである。したがって、農民に普及した技術は今後も活用される可能性が

高い。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

・PDM の改訂により、プロジェクトの活動の見直しと指標の設定が行われ、プロジェクトの活

動内容が整理された。これにより、プロジェクト関係者の共通理解の醸成が進められ、プロ

ジェクト後半の効率的な活動の実施につながった。 

・農民間普及を促進するうえで、意欲の高い中核農家を選定したことが、効果的な技術移転に

貢献した。研修参加者は、7 項目からなる明確な選定基準に基づいて選定されている。 

・近年の綿価格の下落により、対象地域においてゴマ生産への関心が高まり、意識の高い中核

農家の確保、並びに一般農家の技術普及の促進につながった。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

・ブルキナファソ側の予算不足及び支出時期の遅れが円滑な活動の実施に大きく影響した。プ
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ロジェクト後半の活動の多くは、ブックルドゥムーン州（Boucle du Mouhoun region：BM）、

オーバッサン州（Hauts-Bassins region：HB）で実施されており、各 DRAAH からは職員の積

極的な参加があった。一方、中央の C/P については、財務上の制限から出張旅費等の必要経

費を支出することができず、適切な時期、回数の活動参加ができなかった。また、同じく財

源の不足により、農村部の農業技術普及を担当する技術支援エリア担当（ZAT）及び技術指

導ユニット（UAT）の活動費を負担することができず、活動への積極的な巻き込みが実現し

なかった。ZAT/UAT は、中核農家に対するフォローアップ・モニタリングにおいて重要な役

割を期待されていたが、現段階で、プロジェクト終了後を見据えた協働体制は構築されてい

ない。 

・一部の C/P の本来業務とプロジェクトの活動内容にギャップがあるため、プロジェクトの成

果の継続的な活用をだれが行うかが依然として不透明であり、プロジェクトの終了後を見据

えた活動の実施が困難となっている。 

・治安状況の悪化により、モニタリング実施、活動地域の選定などの一部の活動が制限された

点も阻害要因として挙げられる。 

 

３－５ 結論 

評価 5 項目の評価結果では、プロジェクトの妥当性は「やや高い」と評価した。プロジェク

トのアプローチは、農業セクターを経済成長の柱とするブルキナファソの国家政策や日本の援

助政策と合致しており、換金作物であるゴマの生産性の向上は関係者のニーズとも整合してい

る。一方で、プロジェクトの実施体制においては課題が見受けられた。有効性については「高

い」と判断した。PDM で設定された 2 つの指標は達成される見込みが高く、プロジェクト目標

と各成果の因果関係についても問題はみられない。効率性については「中程度」と評価した。

日本側投入は計画どおりに実施されているものの、ブルキナファソ側ローカルコストの予算の

支出額、支出時期に課題があり、C/P 職員の積極的なプロジェクトへの関与が制限された。イ

ンパクトについても、「中程度」と評価する。上位目標達成に向けての基礎は構築されているが、

指標達成に向けては課題が残る。プロジェクトの持続性については、「やや高い」と判断した。

政策面、技術面での持続性は確保されている一方で、財政面、組織面において、課題がみられ

る。 

 

３－６ 提言 

（1）プロジェクトチームへの提言 

1） プロジェクトの引継ぎ 

プロジェクト終了後の持続性確保に向け、プロジェクト実施主体を日本側からブルキ

ナファソ側に移行させることを提言する。 

2） 他の開発パートナーとの情報共有と今後の連携に向けた協議 

ブルキナファソのゴマ分野では、国際農業開発基金（International Fund for Agricultural 

Development：IFAD）、世界ルーテル救済（Lutheran World Relief：LWR）、国際金融公社

（International Finance Corporation：IFC）などの他ドナーが支援を実施している。持続性

の観点から、本プロジェクトの成果を継続的に活用していく主体として、これらの機関

との情報共有を行い、今後の連携に向けた取り組みを行うことを提言する。 



ix 

3） 中核農家を増やすメカニズムの確立 

本プロジェクトの支援の下で、ゴマの生産性・収入を向上させた中核農家が多くいる。

これらの農家の実際の成果を優良事例として、農民間で共有するためのメカニズム（仕

組み）を構築することを提言する。 

 

（2）ブルキナファソ側への提言 

1） C/P の予算の確保 

R/D 記載のローカルコスト負担の遵守、及びプロジェクト終了後の継続的な成果の活

用に向け、 大限の取り組みを行うことを提言する。プロジェクト後半では、財源不足

と、予算支出時期の遅れにより、一部の C/P のプロジェクト活動への参加が限定的であ

った。栽培時期に合わせて適切な活動が実施できるよう、DGPER に適切な時期に予算配

賦が行われることが望ましい。 

2） モニタリング体制の整備 

中核農家に移転した技術を、地域に定着させ、継続的に活用していくためには、適切

なモニタリングの仕組みが重要となる。農業普及員である ZAT/UAT は、日常的に農民に

対する技術的サポートを行っていることから、ZAT/UAT と連携したモニタリング体制の

構築を提言する。 

3） 研修実施後、2～3 年後のフォローアップ研修の検討普及員の業務環境整備 

エンドライン調査の中間取りまとめ結果では、研修受講後 2 年目以降に収量が減少す

るという結果になった。諸条件により毎年の生産量の増減はあるものの、研修の成果は

年を追うごとに薄まっていくものと予想される。そのため、研修後 2～3 年後に、フォロ

ーアップ研修を実施し、移転した技術を確実に地域に定着させることが望ましい。 

4） 適切な農薬管理 

ゴマはブルキナファソにとって有望な商品作物であり、国際取引を行ううえで残留農

薬に対する理解を深める必要がある。本プロジェクトの関係者向けの研修でも農薬管理

について指導を行っているが、プロジェクト終了後も残留農薬の検査違反とならないよ

う、適切な農薬管理を行うことが必要である。 

5） 原種確保に向けた研究支援 

ゴマの原種生産に向けて研究機関の果たす役割は大きく、ゴマ生産の持続性の観点か

らも奨励品種を含む原種の生産・普及に向けた予算的な支援が必要である。 

 

（3）日本側への提言 

1） プロジェクト期間の延長 

本プロジェクトはゴマ栽培時期（7 月～11 月末）の途中である 9 月で終了を予定してい

る。栽培時期をすべてカバーする FFS の実施、中核農家の数を増やす観点からもプロジェ

クト期間の延長を提案する。 
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Summary of the Results of the Evaluation Survey 
 

1. Outline of the Project 

Country: Burkina Faso Project Title: Project for reinforcement of sesame production 

Issue Sector: Agricultural and 

Rural Development 

Cooperation Scheme: Technical cooperation  

Division in Charge:  

Rural Development Department 

Total Cost: Approximately 465 Million Japanese Yen  

Period of Cooperation: 

(R/D): 1st October 2014 to 30th 

September 2019 

Partner Country’s Implementing Organization:  

(1) DGPER (Direction Générale de la Promotion de l'Economie 

Rural) / MAAH (Ministère de l’Agriculture, et des Aménagements 

Hydrauliques) (2) DGPV (Direction Générale des Productions 

Végétales / MAAH 

(3) INERA (Institut National pour l’Environnement et de la 

Recherche Agricole) 

(4) DRAAH-BM (Direction Régionale de l'agriculture et des 

Aménagements Hydrauliques, Boucle du Mouhoun) 

(5) DRAAH-HB (Direction Régionale de l'agriculture et des 

Aménagements Hydrauliques, Hauts-Bassins) 

Implementing Organization:  

(1) Vision and Spirit for Overseas Cooperation (VSOC) Co., Ltd. 

(2) Japan Association for International Collaboration of Agriculture 

and Forestry 

Supporting Organization: None 

1-1. Background of the Project 

In Burkina Faso, sesame is an important cash crop in rural areas. By its relatively high resistance 

against drought and poor soil, sesame has been grown by many farmers. In most case, it is produced 

by extensive cultivation and the seeds are usually produced by the farmers themselves. Domestic 

demand in sesame is generally low and the farmers usually use only a small amount of sesame for 

self-consumption. For the processing of sesame also limited to making sesame biscuit or oil 

extraction. In the reason, the volume sold in the country remains insignificant. Therefore, the total 

domestic production of sesame evolved until the first half of the 2000s, between 10 and 20 thousand 

tons per year. Although the largest agricultural product exported from the country was cotton, the 

international price of cotton dropped sharply in the recent years. The government of Burkina Faso 

has promoted alternative cash crop such as sesame to diversify the export products. This promotion 

encouraged the gradual increase in acreage and production of sesame. As a result, sesame has been 

the third place by the amount of exports (INSD Census, 2008) since 2008 and plays an increasingly 

important role in the economy growth. 

The government of Burkina Faso has adopted the "Strategy for Accelerated Growth and Sustainable 

Development (SCADD)" in February 2010, which places agriculture as a priority sector to accelerate 

development of the country. At the same time, “Programme National du Secteur Rural (PNSR) 

2011-2015" was developed as a framework to implement SCADD and it was considered as the most 

important Programme for Agriculture and Rural Development. In these strategies, oil crops including 

sesame are considered as a high potential product for exports to international markets. In the context, 
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the technical cooperation project aims to strengthen the sesame sector. 

 

1-2. Project Overview 

(1) Overall Goal: Improve the sesame productivity in target area 

(2) Project Purpose: Improve the productivity and income of target sesame farmers 

(3) Output 1: Develop and disseminate appropriate technology and knowledge 

Output 2: Select new varieties of sesame 

Output 3: Increase the number of certified seed producing farmers and certified seed production. 

Output 4: Reinforce the marketing capacity of stakeholders in the sesame sector. 

 

(4) Inputs  

Japanese Side  

- Japanese experts (Long-term): Three Long-term experts have been dispatched since October 

2014. The field of expertise are 1) Chief Project Advisor, 2) Coordinator/Communality 

Development and 3) Farm management/Cultivation techniques. (Totally 63.8Man/Month). 

- Japanese experts (Short-term): Eight Short-term experts (less than 12 months) have been 

dispatched since February 2016. The fields of expertise are 1) Chief Advisor, 2) Assistant 

Manager/Market, 3) Dissemination 1 (FFS/FBS management), 4) Dissemination 2 (Farmers' 

organization), 5) Dissemination 3 (Training materials/Coordinator), 6) Post-harvest, 7) Pesticide 

control, 8) Monitoring and Data collection and 9) Interpreter (Totally 91.9 Man/Month).  

- Machinery and Equipment: Machinery and equipment such as vehicles, and cultivating and office 

equipment with a total cost of approximately 93,938,248 FCFA (90,002,184 FCFA and 756,000 

JPY)2were provided. 

- Training in Japan: Totally, 20 counterpart personnel participated in the training in Japan and 3 

counterpart personnel participated in the training in a third country (Rwanda). 

Burkinabe Side 

- Counterparts: 15 counterpart personnel, including A National coordinator / Project Director, have 

been assigned to the Project. 

- Land and facilities: Office spaces for the Japanese experts (3 places: DRAAH-BM, DRAAH-HB, 

and DGPER) and Experimental fields (4 places: CPR Kodougou, INERA Gammpela, INERA 

Farako-Ba, and INERA Niangoloko) have been provided by Burkinabe side. 

- Operational cost: Total: The information regarding the actual expenditure is not available. The 

total amount of budget disbursement is FCFA 114,978,750. No budget in 2014 and 2015 were 

disbursed to the Project. 

2. Evaluation Team 

Members  Designation Name Organization 

Japanese 

Side Team Leader 
Mr. NOGUCHI Shinichi Director, Team 5, Agriculture and Rural 

Development Group 2 
Rural Development Department, JICA  

Cooperation 
Planning 

Mr. ABE Go Assistant Director, Team 5, Agriculture and 
Rural Development Group 2 
Rural Development Department, JICA  

Evaluation 
Analysis 

Mr. OKANO Teppei Consultant, ICONS Inc. 

 
2 FCFA 1= JPY 0.192070／JICA Monthly exchange rate in March 2019 
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Burkinabe 

Side 
Team member 

Mr. TRAORE S. Lionel 

Daniel 

Direction Générale des Études et des 

Statistiques Sectorielles (DGESS) , MAAH 

Team member Mr. BATIONO Jacques DGPER, MAAH 

Period of 

evaluation 

12 March 2019 to 25 March, 2019 

10 June 2019 to 20 June, 2019 

Type of Evaluation: Terminal evaluation 

3. Results of Evaluation 

3-1 Verification of Achievement 

(1) Progress of Activities 

At the time of terminal evaluation, all activities were conducted as planned and there were no major 

delays in the process. Since the activities related to the selection of new varieties of sesame seed 

were completed in 2018, activities in the second half of the Project focused on FFS/FBS training and 

seed production. The project conducted simultaneous monitoring and followed-up on the 

dissemination of technical training components to participating core farmers.  

 

(2) Level of the achievement of Outputs 

 The activities of the Project were implemented in line with the PO, and the all indicators set for 

Outputs 1, 2 and 3 were achieved. However, Output 4, Indicator 4-2 has not yet been achieved. In 

addition, Indicator 4-3 is unlikely to be achieved by project’s end.  
 

 Verifiable Indicator Status  

Output 1 1-1 Modules and materials for training (on FFS/FBS, Capacity 

building of farmer’s group) to core farmers are formulated 

1-2 More than 180 core farmers participated in trainings  

1-3 More than 90% of farmers participated in FFS/FBS adopt more 

than one technical component. 

100％ achieved 

 

100％ achieved 

100％ achieved 

Output 2 2-1 More than one new variety is selected for seed registration 

2-2 Technical guidance for varieties selection and foundation and 

breeders seed production are formulated. 

100％ achieved 

100％ achieved 

Output 3 3-1 Modules and materials for training (on seed production) to core 

farmers are formulated 

3-2 More than 180 core farmers participated in trainings. 

3-3 At least one seed producing farmer is registered in more than half 

of target group. 

3-4 More than 60 ha area of certified seed production per year on 

average by target seed producers is declared  

100％ achieved 

 

100％ achieved 

100％ achieved 

 

100％ achieved 

Output 4 4-1 Training materials on sesame quality control are formulated. 

4-2 More than 10 training/ session/ workshop to stakeholders in 

sesame sector on the quality control is conducted. 

4-3 More than one of the ANACES-B members has direct contract 

with Japanese importer. 

100％ achieved 

 

90％ achieved 

 

0％ achieved 
 

Output 1: Improve the productivity of crashing sesame seed. 

All the indicators of Output 1 have been achieved. Regarding Indicator 1-1, TORs were developed 

for training in 2017 and 2018 and a total of 13 training materials were formulated for the farmers. As 

to Indicator 1-2, A total of 191 core farmers were trained from 2016 to 2018. An additional 72 core 
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farmers will be trained in 2019.A total of 263 will be trained by project’s end. For Indicator 1-3, 

more than one technical component was adopted by farmers during their sesame production.  

 

Output 2: Introduce and construct production system of edible sesame seed. 

Regarding Output 2, the both indicators set in the PDM have been achieved. Three varieties of 

sesame (PAKRE SAAYA, BO NOGORA, and A KILOM) were selected for seed registration, applied 

in February 2018 and to be completed registration. Although the data collection for two other 

potential varieties of sesame (SKC34-BDL4 and SKC35-BDL5) was not complete, it was entrusted 

to INERA for future registration. The “National Catalogue of Registered Varieties” is updated every 

five years. The next opportunity for registration is in 2019. Once the SNS approves the application, 

distribution of the seeds can be started. The variety listed in the national catalogue of Burkina Faso 

will be recognized as an authorized variety of seed by Economic Community of West African States 

(ECOWAS) countries as well. Therefore, Indicator 2-1 have been achieved. 

Regarding Indicator 2-2, the project team formulated a manual for certified seed production 

(“Manuel de technique de Production de Semences Certifiées au Burkina Faso –Sésame -2ème 

edition”) and It was released in a workshop held in April 2018. 

 

Output 3: Develop the system for production and distribution of sesame seeds selected by the 

project. 

Indicators of Output 3 also have been achieved. For Indicator 3-1, the project team formulated 

training modules on seed production, and an illustrated manual for certified seed production. The 

illustrated manual was released in 2018 and was well received by regional stakeholders. Indicator 3-2 

is about the number of the participants in the training. Since the training on seed production is 

conducted simultaneously with FFS / FBS facilitator training, a total of 263 core farmers will be 

trained by project’s end as stated in Indicator 1-2. Concerning to Indicator 3-3 and Indicator 3-4, 

more than 1 seed producing farmer was registered in 78 groups out of the 96 target groups (81.3%) 

and the average seed production area in 2018 was 61.6 ha. 

 

Output 4: Reinforce the marketing capacity of stakeholders in the sesame sector. 

As to Output 4, Indicator 4-1 have been achieved. Training materials for sesame quality control 

(including residue pesticides, aflatoxins, warehouse management, Cahier des Charges) were 

formulated through discussion with the training instructors. Indicator 4-2 is expected to be achieved 

by the end of the Project, since a total of 9 stakeholder training sessions on quality control were 

conducted in the sesame sector. Additional training sessions will be conducted in 2019. On the other 

hand, Indicator 4-3 is unlikely to be achieved during the project period. There are no certain 

outcomes that directly contribute to establishing a new business relationship between Japanese 

importers and Burkinabe traders.  

 

(3) Achievement of Project Purpose 

Project Purpose: Improve the productivity and income of target sesame farmers. 

2 indicators set for the Project Purpose are expected to be achieved. Although it is necessary to wait 

for the final result of the end-line survey, Indicator 1, “More than 70% of target farmers increase 

their sesame production income” is likely to be achieved by project’s end. Approximately 90 % of 

the target farmers increased their income because of sesame production. This percentage is based on 

intermediate results of the end-line survey and an interview with the joint terminal evaluation team. 
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Indicator 2, “Average Yield per hectare produced by target farmers increases more than 20%.” also is 

likely to be achieved. Compared to the baseline and end-line survey, the yield increased by 33.1%. 

and the average yield increased 28.7% compared to the previous year and increased 52.8% 1 year 

after training, and 37.2% 2 years after training.  

 

(4) Achievement of Overall Goal 

The project took the ‘farmer to farmer approach’ for the dissemination of technology. This 

contributed to the achievement of the Overall Goal in several ways. (1) The technology was easy to 

utilize; (2) local farmers were interested in the successful results of core farmers trained by the 

Project; (3) the motivation to improve the yield remains high in the target region; (4) Proper 

utilization of certified seeds contributes to the improved yield; (5) A certain number of farmers 

switched their fields from cotton to sesame due to a price decline of cotton; and (6) Support in 

sesame sector by cooperation partners like IFAD and LWR is expected to continue. 

However, in order to achieve the Overall Goal, core farmers who participated in the project training 

will be required to continue offering spontaneous dissemination of the technology to neighboring 

farmers. On top of that, there remain other issues such as, (1) The number of core farmers 

disseminating technology is unlikely to increase in the future; (2) There are no follow-up 

mechanisms, although there are concerns about the settlement of appropriate technologies; and (3) 

The newly applied varieties have not been registered at this time. 

 

3-2 Summary of Evaluation Results 

(1) Relevance (Relatively High) 

The Project Purpose and the Overall Goal are consistent with the national strategy of the 

agricultural sector in Burkina Faso. The government of Burkina Faso formulated SCADD in 

February 2010 and put priority on the agriculture sector to accelerate economic growth. At the same 

time, “Programme National du Secteur Rural (PNSR) 2011-2015” was developed as an 

implementation plan of SCADD, and it was positioned as the primary program in the agricultural and 

rural development sector. In the successor program, "PNSR-II (2016-2020)", cash crops such as 

sesame are regarded as an important factor for economic growth. The objective of the Project also 

satisfies the needs of local sesame farmers. The project takes an approach that encourages farmers to 

disseminate technology to other farmers without the support of the government and the approach is 

deemed as appropriate. On the other hand, there was a gap between the regular duties of C/P and the 

project activities. Due to the gap, some C/P could not be actively involved in the Project, and did not 

have the sense of ownership 

 

(2) Effectiveness (High) 

Judging from an interview conducted by the joint terminal evaluation team, and the intermediate 

result of the end-line survey, the indicators of the Project Purpose are likely to be achieved. As for 

Indicator 1, the possibility of achieving “More than 70% of target farmers increase the income by 

sesame production” is high. According to the intermediate results of the end-line survey, about 88.5% 

of the core farmers reported that their income from sesame was increased. In the interview survey, all 

interviewees answered that their income was improved. As for Indicator 2, the prospect of achieving 

“Average Yield per hectare produced by target farmers increases more than 20%” is also high. The 

yield of core farmers has increased compared to the year prior to training. Compared to farmers in 

the baseline and end-line surveys, yields increased by 33.1%. Also, the causal relationship between 



xv 

the Project Purpose and each outcome is properly set. Selection of highly motivated core farmers is 

cited as a contributing factor. 

 

(3) Efficiency (Moderate) 

While Japanese inputs were generally appropriate and led to the achievement of the expected 

results, there was the issue on the budget allocation and disbursement by Burkinabe side. The active 

participation of C/P personnel was inhibited due to the lack of financial resources and a delay in 

budget disbursement. The main activities in the second half of the Project were conducted in rural 

areas in HB and BM; dispatching personnel from DGPER was limited due to the setbacks. Also, the 

establishment of the follow-up mechanism has not progressed sufficiently because of financial 

constraints. As pointed out at the mid-term review, strengthening the monitoring and follow-up 

mechanisms is an issue that still needs to be resolved. Concerning to the collaboration with other 

projects, the Project utilized the manual created by the previous JICA’s Project in formulating the 

seed production manual. In addition, the Project and GIZ collaborated by using teaching materials 

and co-sponsored events in the sesame sector.  

 

(4) Impact (Moderate) 

Through the achievement of the Project Purpose, the basis for achieving the Overall Goal was 

established. However, in order to disseminate the technical compornets to 2 target regions within 

several years, it is necessary to carry out continuous dissemination activities. At this point, it is still 

unclear how to promote the dissemination of the Project results to other areas. To achieve the Overall 

Goal, this issue needs to be resolved. On the contrary, when the variety selected by the Project is 

registered in the National Catalogue, the impact of the Project will increase. Other positive spillover 

effects include the improvement of the living conditions of the target farmers. The causal relationship 

between the Project Purpose and the Overall Goal is generally appropriate. 

  

(5) Sustainability (Relatively High) 

Political aspect: The formulation of strategic policies that prioritize sesame production in the 

sesame sector will continue. One C/P of the Project, DGPER is responsible for formulation and 

implementation of policy in the agricultural sector. Therefore, it is expected that DGPER will 

develop the strategy utilizing the results of the Project. In the current strategic plans of the 

agriculture sector, such as PNDES (2016-2020) and PNSR II (2016-2020), sesame was regarded as 

an important cash crop. If the efficiency of the Project's approach is recognized at a national level, 

the outcome of the Project would need to be utilized continuously.  

Institutional aspect: C/Ps at a regional level participated in activities with high ownership. 

Know-how on implementation of training was transferred to the focal points of DRAAH. In the final 

stages of the Project, C/P personnel took the initiative to conduct a series of training sessions. In 

those sessions, they acquired skill and knowledge about activities occurring after the Project from the 

Japanese experts. Such technology transfer is available to DGPER as well. However, it is not clear 

how the technology transferred to DGPER will be used, because the dissemination of technology is 

not their mandate. 

Financial aspect: In terms of financial sustainability, it is difficult for DGPER to secure enough 

budget for extension of training after the project period, because the dissemination of technology is 

not their mandate. Also, other C/Ps such as DRAAH, DGPV, and INERA do not have concrete plan 

for the budget allocation after the end of the Project.  
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Technical aspect: As for technical sustainability, the technology transferred to the core farmers is 

easy enough to be utilized at an adequate level. The FFS/FBS is an extension mechanism which 

transfers the technology among farmers on their own initiative. The approach is suitable for Burkina 

Faso's social environment, which accepts mutual assistance and joint work. However, if the 

follow-up mechanism is not properly prepared, the technology may not be settled properly. 

Therefore, it is necessary to continue regular follow-up after the Project. 

 

3-3 Contributing Factors 

- The framework of the Project was reviewed, and the appropriate indicators were set according to 

the actual situation surrounding the Project. Throughout the process of the revision of the PDM, 

mutual understanding among the stakeholders was fostered and it contributed to the smooth 

implementation of the activities. 

- The selection of highly motivated core farmers contributed to the effective technology transfer. 

The core farmers were selected based on criteria set by the Project.  

- As the price of cotton dropped sharply in the recent years, the farmers in the target area increased 

their interest in the sesame production. The situation helps motivate the core farmers and 

disseminate technical comportment to other farmers. 

 

3-4 Constraining Factors 

- The limitation of financial resources and the delay in the execution of budget inhibited effective 

implementation of the Project. Most of the activities in the second half of the Project were 

implemented in the HB region and BM region. C/P at the regional level actively participated in the 

Project. On the other hand, C/P at the national level did not actively participate due to limited 

financial resources. In addition, local agricultural agencies such as ZAT and UAT, could not be 

involved in the Project. Even though ZAT and UAT were expected to support the farmers after 

completion of the Project, the mechanisms for following-up and monitoring have not been 

developed yet. 

- Because there is a gap between the C/P's regular duties and project activities, it is still unclear who 

will take over the outcome of the Project. The issue has been an inhibiting factor on the activities 

which establish a structure to secure sustainability. 

- Some activities, such as selection of candidate site and monitoring, were constrained by 

deterioration of security. 

 

3-5 Conclusion 

From the perspective of the five evaluation criteria, the relevance of the Project is assessed as 

“Relatively High”, since the Project objective is highly consistent with the national policy and 

development needs of Burkina Faso as well as Japan’s aid policy. However, there was a gap between 

the regular duties of CP and the project activities. The effectiveness of the Project is deemed as 

“High”, the indicators set in the PDM is likely to be achieved by the end of the Project. The 

efficiency is assessed as “Moderate”. Although most of the input from Japanese side implemented as 

planned, there were issues on financial limitation in Burkinabe side. The Project’s impact is 

“Moderate”. The foundation for achieving the Overall Goal was established. However, the follow-up 

structure after the completion of the Project has not yet been developed. The sustainability of the 

Project is assessed as “Relatively High”, because some issues remain from financial and institutional 

aspects. For further improvement of the Project in the remaining term of the Project and the 
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post-project period, the Joint Terminal Evaluation Team recommends the measures presented in “3-6. 

Recommendations.” 

 

3-6 Recommendations 

(1) Recommendations for the Project team 

 The Project leaving strategy. 

In order to monitor and compare before and after the project properly and continuously in a same 

manner, it is required to maintain a consistency ways of monitoring and surveys, and hand it over to 

counterpart personnel who will take care after the project. The ways of surveying the outcomes of 

training program for each core farmer and the degree of overall indicators are needed to be defined as 

soon as possible so as not to avoid any confusion arising after the Project. 

 

Future collaboration with other partners. 

In Burkina Faso, several cooperation partners such as IFAD, LWR, and IFC support the sesame 

sector. From the viewpoint of sustainability, it is recommended that the Project continue to share 

information regarding activities, and start discussion on further future collaboration with these 

organizations to utilize the results of the Project. 

 

Establish a mechanism to increase the number of core farmers. 

There are many core farmers who have improved sesame productivity and income with the support 

of the Project. In order to exchange the experience and share good practices, the evaluation team 

recommends that the Project team establish a mechanism to increase the number of core farmers. 

 

(2) Recommendations for Burkina Faso side 

Secure the budget for future activities. 

In the second half of the Project, some C/P could not participate in the activities due to the lack of 

financial resources. To secure sustainability, the joint evaluation team recommended that DGPER 

make an effort to secure the budget for local cost of the Project. It is necessary for Ministry of 

Finance to timely allocate budget to DGPER/MAAH for successful implementation activities 

according to appropriate agricultural calendar. 

 

Development a monitoring mechanism 

An appropriate monitoring mechanism is important to ensure that the technical components 

transferred to the core farmers are settled in the target area and continuously utilized. As agricultural 

extension workers, ZAT/UAT provide technical support to farmers on a daily basis. The evaluation 

team recommended that the Burkina Faso side establish a monitoring mechanism in cooperation with 

ZAT/UAT. 

 

Follow-Up training in 2-3 years 

According to the interim report of the end-line survey, the yield decreased 2 years after the training. 

Although there are changes in production volume each year depending on external conditions, it is 

expected that the results of the training will diminish as time passes. Therefore, it is desirable to 

conduct follow-up training in 2-3 years to ensure that the transferred technology is settled in the area. 

 

Proper pesticide management 
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As sesame is a promising cash crop to support Burkina Faso’s economy by exporting to overseas 

countries, it is recommended that all stakeholders, including farmers, middlemen and traders, who 

are involving in a sesame value chains in the nation need to give most attention to the pesticide 

residue issues continuously. In term of activity 4-2 of the Project, lasting proper pesticide 

management is expected to expand of international markets. 

 

Support research to make basic seed available 

Research is a very important chain in the seed production and distribution channel. After the 

closure of the project and for the sustainability of its achievements, a budget support must be 

provided to this Research institution to develop and disseminate new selected varieties in quantity for 

producers. 

 

(3) Recommendation for Japan side 

 Extension of the Project period 

The Project will be completed on September 2019. At that time, it will be in the middle of the 

cultivation period of sesame. The implementation of training through the cultivation period is one of 

the features of this project. In order to increase the number of core farmers who are expected to 

disseminate technical skills on sesame production to ordinary farmers in the target area, it is 

recommended to extend the project period. 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

2014 年 10 月から 5 年間の期間で実施されている「ブルキナファソゴマ生産支援プロジェクト」

（以下、「本プロジェクト」と記す）の終了を半年後に控え、独立行政法人国際協力機構（JICA）

が派遣した日本側調査団とブルキナファソ農業・水利省メンバーで構成される合同調査団により、

終了時評価調査が実施された。本終了時評価調査は、プロジェクト活動の実績、成果を評価、確

認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事業の実施にあたっての

教訓を導くことを目的に実施されるものである。 

 

１－２ 調査日程 

本終了時調査における現地調査は 2 回に分けて実施され、第 1 回目現地調査が 2019 年 3 月 10

日～3 月 27 日、第 2 回目現地調査は 6 月 9 日から 22 日に実施された。調査スケジュールの詳細

は「付属資料 3.調査日程」を参照。 

 

１－３ 調査団の構成 

（1）日本側調査団の構成 

担当分野 氏 名 所 属 日 程 

団長/総括 野口 伸一 
JICA 農村開発部 農業・農村開発第二グループ 

第五チーム 課長 

6/15～6/20 

協力企画 阿部 剛 
JICA 農村開発部 農業・農村開発第二グループ 

第五チーム 調査役 

6/9～6/20 

評価分析 岡野 鉄平 株式会社アイコンズ コンサルタント 3/10～3/27 

 

（2）ブルキナファソ側調査団の構成 

氏 名 所 属 

Mr. TRAORE S. Lionel Daniel 
農業・水利省（MAAH）セクター調査・計画・統計総

局（DGESS） 

Mr. Bationo Jacques MAAH 農村経済振興総局（DGPER） 

 

１－４ 終了時評価調査の方法（評価分析） 

終了時評価調査は、「新 JICA 事業評価ガイドライン」の手順に沿って実施した。評価の対象と

なるプロジェクトの枠組みは、2017 年 12 月 14 日に改訂されたプロジェクト・デザイン・マトリ

ックス（Project Design Matrix：PDM）Version 2 並びにプラン・オブ・オペレーション（Plan of 

Operations：PO）である。 

 

１－４－１ DAC5 項目評価 

本終了時評価調査における評価は表－１に示す経済開発協力機構（Organization for Economic 

Cooperation and Development：OECD）/開発援助委員会（Development Assistance Committee：DAC）
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が定めた評価 5 項目を用いて実施した。 

 

表－１ 評価 5 項目 

基 準 説 明 

妥当性 

プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）が、受益者のニ

ーズに合致しているか、問題や課題の解決策として適切か、相手国と日本側の政策

との整合性はあるか、プロジェクトの戦略・アプローチは妥当か等といった「援助

プロジェクトの正当性・必要性」を問う視点。 

有効性 
プロジェクトの実施により、本当に受益者もしくは社会への便益がもたらされてい

るのか（あるいは、もたらされるのか）を問う視点。 

効率性 
主にプロジェクトのコストと効果の関係に着目し、資源が有効に活用されているか

（あるいは、されるか）を問う視点。 

インパクト 
プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的・間接的効果や波及効果をみる

視点。予期していなかった正・負の効果・影響を含む視点。 

持続性 
援助が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続しているか（あるいは持続

の見込みがあるか）を問う視点。 

出所：新 JICA 事業評価ガイドライン/2010 年 

 

１－４－２ データ収集方法 

本終了時評価調査においては、定量的、定性的なデータを収集し分析を行った。データの収集

手法は以下のとおり。 

・文献・既存資料調査（プロジェクト進捗報告書、中間レビュー調査報告書等） 

・質問票調査 

・インタビュー調査 

・視察調査 
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第２章 プロジェクトの概要 
 

２－１ プロジェクト実施の背景 

ブルキナファソでは、ゴマは農村部において伝統的に栽培されてきた。耐旱性が比較的強く、

土地が痩せていても育つため、多くの農家で栽培されているが、粗放栽培が主であるため、種子

は自家採種したものを利用しているのが現状である。一般的に、国内におけるゴマの需要は少な

く、家庭ではソースの材料として利用する程度であり、加工分野においても零細な規模でのゴマ

を使ったビスケットや搾油が中心であるため、市場で取引される量もわずかである。このため、

2000 年代前半までのゴマの国内総生産量は、10,000～20,000t/年程度で推移していた。 

近年ブルキナファソの輸出産品として重要な位置づけとなっている綿の国際価格が下降を続け

ており、換金作物としての価値が相対的に低下してきたため、これに代わる輸出作物及びそれら

輸出作物の多様化という観点から、政府がゴマを含む油糧作物・種子の振興を進めてきた結果、

次第にその生産面積と生産量が増加してきた。特に、2008 年以降は生産量が急増しており、輸出

総額の 3 位を占め（ブルキナファソ統計人口院、2008）ブルキナファソの経済にとってその重要

度が高まってきている。 

ブルキナファソは 2010 年 2 月に成長の加速化と持続可能な開発のための戦略（Stratégie de 

Croissance Accélérée et de Développement Durable：SCADD）を策定し、農業セクターを成長加速化

のための優先セクターと位置づけている。さらに、ゴマを含む油糧作物は国際市場への輸出可能

性の高い産業として注目されており、ブルキナファソ政府はゴマ産業を強化することを目的とす

る技術協力プロジェクト「ゴマ生産支援プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」と記す）をわ

が国に要請した。これを受け、JICA は 2013 年 9 月に詳細計画策定調査団を派遣し、本プロジェ

クトの枠組みを決定した。その後、同国に派遣されていた農業・農村開発政策アドバイザーが本

プロジェクトの総括を兼任し、加えて 2014 年 10 月に長期専門家（コミュニティ開発/業務調整）

を派遣した。これをもって本プロジェクトが正式に開始され、2014 年 10 月から 2019 年 9 月まで

の 5 年間の予定で協力を実施している。 

 

２－２ プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、2017 年 12 月 14 日に改訂された PDM Version 2 に基づき実施されている。

プロジェクトの概要は以下のとおり。 

 

（1）上位目標：対象地域のゴマの生産性が改善される 

 

（2）プロジェクト目標：プロジェクト対象農家のゴマの生産性と収入が改善される 

 

（3）成果 1：ゴマ栽培の適正技術と知識の開発と普及がなされる 

成果 2：ゴマ新品種の選定が行われる 

成果 3：認証種子生産農家数と認証種子生産量が増加する 

成果 4：ゴマ関係者のマーケティング能力が改善される 
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（4）活動 

1-1 ゴマの品種特性を確認する 

1-2 ゴマの各種収量改善試験を実施する（播種時期、施肥等） 

1-3 ゴマの適切な生産技術の普及研修とモニタリングを実施する 

1-4 一般農家におけるゴマ生産拡大と生計向上を可能とする組織・営農のあり方を検討し、

提案する（契約栽培、組織強化等） 

2-1 候補品種の特性を調査する 

2-2 食用ゴマとしての適性及び栽培適性を確認し、普及品種を選定する 

2-3 ゴマの栽培試験を行い、栽培技術を確立する 

2-4 ゴマの新品種の国家品種登録の準備を行う 

3-1 適切な原種生産のために研究者や技師の能力強化を行う 

3-2 種子生産農家へ普及指導を行う講師の能力強化を行う 

3-3 種子生産農家に対し、認証種子生産能力を強化するための研修を実施する 

3-4 中核農家によって生産された認証種子の生産や販売状況をモニタリングする 

4-1 国際市場におけるマーケティング能力を強化する（市場ニーズ調査、国際見本市参加

促進、作況予測手法の検討等） 

4-2 市場ニーズに基づく品質管理に関する研修を実施する（夾雑物処理、農薬使用管理、

検査体制の強化等） 

4-3 生産・流通・市場情報の共有を促進する 

 

２－３ 実施期間 

2014 年 10 月から 2019 年 9 月までの 5 カ年間 

 

２－４ 実施体制 

ブルキナファソ側カウンターパート（Counterpart Personnel：C/P）機関 

①農業・水利省（Ministère de l’Agriculture, et des Aménagements Hydrauliques：MAAH） 

 農村経済振興総局（Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rural：DGPER） 

②農業・水利省（MAAH） 

 植物生産総局（Direction Générale des Productions Végétales：DGPV） 

③国立環境農業研究所（Institut National pour l’Environnement et de la Recherche Agricole：INERA） 

④州農業・水利局（Direction Régionale de l’agriculture et des Aménagements Hydrauliques：DRAAH） 

 オーバッサン州（Hauts-Bassins region：HB） 

⑤州農業・水利局（DRAAH） 

 ブックルドゥムーン州（Boucle du Mouhoun region：BM） 
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出所：プロジェクト中間報告書 

図－１ プロジェクト実施体制図 

 

２－５ 対象地域 

ワガドゥグ、BM（ブックルドゥムーン州）、HB（オーバッサン州） 

 

２－６ 対象グループ 

＜直接受益者＞ 

HB 及び BM の中核農家 180 名 

HB 及び BM の DRAAH 

DGPER 及び DGPV（普及担当者） 

INERA 研究員 

ゴマ関連業者 

 

＜間接受益者＞ 

HB 及び BM の一般農家 
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第３章 調査結果 
 

３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側投入 

2017 年 12 月 14 日に改訂された PDM Version 2 における計画と、終了時評価時点の日本側投入

の実績を表－２に示す。 

 

表－２ 日本側投入 

計画（PDM Version 0） 実績（2018 年 12 月末） 

（1）専門家派遣 

・チーフアドバイザー 

・栽培技術 

・営農管理/組織 

・品質管理/収穫後処理 

・流通/事業化 

・業務調整/研修管理 

【日本人専門家】 

・長期専門家 3 名（合計 63.8 人/月） 

・チーフアドバイザー/技術顧問 

・コミュニティ開発/業務調整 

・営農/栽培 

短期専門家 10 名（合計 91.9 人/月） 

・総括/ゴマフィリエール形成支援 

・副総括/流通 

・普及 1（FFS/FBS 実施・運営） 

・普及 2（農民組織化） 

・普及 3（視聴覚教材）/業務調整 

・収穫後処理 

・農薬管理 

・通訳 

（2）資機材供与 【機材】 

プロジェクト車両、トラクター、事務機器等の機材がプロジェクト

活動のために調達された。調達機材の合計額は FCFA 93,938,2483（約

1,804 万円）4である。なお、中間レビュー以降に供与された機材はな

い。 

（3）研修・研修員受入 【本邦・第三国研修】 

合計 20 名が本邦研修に参加した（2015 年：8 名、2016 年：12 名）。

また、3 名が第三国研修（ルワンダ）に参加した。なお、中間レビュ

ー以降の実施はない。 

（4）プロジェクト運営予算 【プロジェクト運営・活動実施動費】 

 2014 年： 10,929,000 円 

 2015 年： 32,159,000 円 

 2016 年：136,676,000 円 

 2017 年：174,328,000 円 

 2018 年：111,339,000 円 

 ―――――――――――― 

 合計 4 億 6,543 万 1,000 円（FCFA 2,423,236,320） 

出所：業務進捗報告書を基に調査団員が作成 

 
3 FCFA 90,002,184（現地調達分）+ JPY 756,000（本邦調達分） 
4 FCFA 1= JPY 0.192070/JICA 統制レート 2019 年 3 月 
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３－１－２ ブルキナファソ側投入 

2017 年 12 月 14 日に改訂された PDM Version 2 における計画と、終了時評価時点のブルキナフ

ァソ側投入の実績を表－３に示す。 

 

表－３ ブルキナファソ側投入 

計画（PDM Version 0） 実績（2017 年 4 月末） 

（1）C/P 

・人員配置 

【C/P 配置】 

合計で 15 名の C/P 職員が配置されている。 

・DGPER：9 名（ナショナル・コーディネーター / プロジェクト・

ダイレクター、プロジェクトリーダーを含む） 

・DGPV：3 名 

・INERA：1 名 

・DRAAH HB：1 名 

・DRAAH BM：1 名 

（2）施設・土地手配 

・プロジェクト事務所及び

機材 

・専門家派遣、免税等の手

続き等 

【施設・土地手配】 

4 カ所の試験圃場と 3 カ所の日本人専門家の執務スペース（プロジェ

クト事務所）がブルキナファソ側から提供された。 

① 試験圃場：4 カ所 

・農村振興センター（CPR）/ Kodougou サイト 

・INERA /Gammpela サイト 

・INERA /Farako-Ba サイト 

・INERA /Niangoloko サイト 

② プロジェクト事務所：3 カ所 

・DRAAH BM 

・DRAAH HB 

・DGPER（ワガドゥグ） 

（3）ローカルコスト 

・C/P 予算  

【ブルキナファソ側ローカルコスト】 

予算申請は下記のとおり行われているが、実際の支出額については、

ブルキナファソ側でも把握しておらず、情報の入手ができなかった。

なお、2014 年、2015 年については、C/P の任命が 2015 年 12 月であ

り、予算の申請が行われていない。 

【予算額】 

 2016 年：FCFA  14,625,000   

 2017 年：FCFA  33,543,750 

 2018 年：FCFA  66,810,000 

 ―――――――――――――― 

 合計：  FCFA 114,978,750（約 2,208 万 3,969 円） 

出所：業務進捗報告書を基に調査団員が作成 

 

３－２ 活動実績 

終了時評価時点で、すべての活動が計画どおりに進捗しており、計画に大きな遅延はみられな

い。プロジェクトの 終段階となる現在は、ゴマ品種の特性確認や新品種の選定については活動

が終了しているが、引き続きプロジェクト目標の達成に向けた、ゴマ生産の適正技術の普及や種
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子生産に係る研修が実施されている。なお、本研修の成果は農民間普及により対象地域での横展

開を図るものであることから、本プロジェクトでは研修参加者による農民指導についてもモニタ

リング・フォローアップを行っている。各活動の進捗状況は、表－４のとおりである。 

 

表－４ プロジェクト活動の進捗状況 

活動 1 進捗状況 

1-1 ゴマの品種特性を確認す

る。 

【計画していた活動はすべて完了した（2018 年 6 月完了）】 

・ブルキナファソ国内農家圃場より純粋選抜された GMP3、MKD2、

KDG3、SIE2 の 4 品種の再現性試験が実施された。 

・2016 年に実施した農家嗜好性評価に基づき、早生性の品種に焦

点を当て、再度試験対象品種が決定された。 

1-2 ゴマの各種収量改善試験

を実施する（播種時期、施肥

等）。 

【計画していた活動はすべて完了した（2018 年 6 月完了）】 

・収量改善試験では、①施肥試験は 2016 年までに計 5 回、②播種

時期試験は 2017 年までに計 5 サイト、③害虫防除試験は、2016

年、2017 年の間に計 3 サイトで実施された。これらの営農試験

の結果を踏まえて、栽培技術体系が整理された。 

1-3 ゴマの適切な生産技術の

普及研修とモニタリングを実

施する。 

【活動は計画どおりに進捗している】 

・2017 年、2018 年の各年ともに、HB 及び BM の中核農家を対象

とした農民圃場の学校（Farmer Field School：FFS）/農民経営学

校（Farmer Business School：FBS）ファシリテーター研修を実

施した。研修は理論研修 1 回と実践研修 6 回及び総括研修 1 回

の計 8 回で構成され、対象 2 州で開催された。 

・各年ともに、研修 TOR を作成するとともに、DRAAH の協力の

下で、参加者選定（1～3 次選考）、講師選定が行われた。 

・研修マニュアル・資料の作成においては、FFS/FBS 研修講師陣

及びフォーカルポイントと意見交換を重ねながら作成され、毎

年の研修に合わせて更新された。 

・2018 年には実施要領に沿って研修受講農家の FFS/FBS 開催・実

施状況並びに種子生産実践研修後の認証種子の栽培モニタリン

グが実施された。 

・2019 年の研修実施に向けては、2018 年 12 月に中核農家研修の

説明会及び参加者選考会を開催し 2019 年 1 月に研修参加者が決

定された。 

1-4 一般農家におけるゴマ生

産拡大と生計向上を可能とす

る組織・営農のあり方を検討

し、提案する（契約栽培、組織

強化等）。 

【活動は計画どおりに進捗している】 

・HB 及び BM の中核農家を対象とした組織強化研修が実施され

た。 

・2017 年には合計 3 回、2018 年には、第 2 回 FFS/FBS 実践研修、

第 4 回 FFS/FBS 実践研修、第 6 回 FFS/FBS 実践研修、総括研修

に合わせて、合計 4 回の組織強化研修が実施された。 

活動 2  

2-1 候補品種の特性を調査す

る。 

【計画していた活動はすべて完了した（2018 年 6 月完了）】 

・2017 年 2 月より、①Ouagadougou 市内の INERA Gampela 圃場に

て白ゴマの特性調査及び世代更新と、②Tuy 県 Makognadougou

サイトにて黒ゴマの特性調査及び純化選抜の試験が行われた。 
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・ 2017 年 7 月より Gampela 圃場にて品種の形態的特徴調査

（pre-DHS test）が実施された。試験には白ゴマ 50 品種程度と黒

ゴマ 15 品種が使用された。2017 年 11 月に必要項目の測定が実

施され、収集されたデータは INERA 研究代表の指導のもとワガ

ドゥグ大学の学生によって修士論文として整理された。 

2-2 食用ゴマとしての適性及

び栽培適性を確認し、普及品種

を選定する。 

【計画していた活動はすべて完了した（2018 年 6 月完了）】 

・白ゴマの栽培適正試験は、4 サイトで実施された。各サイトには、

特徴調査及び農学評価を実施するための中核農家 1 圃場と、優

良農家収量調査を実施するための一般農家 3 圃場が設置された。 

・中核農家圃場では既存登録品種 3 品種、比較品種 1 品種、候補

品種 8 品種を用い、特徴調査、病害・倒伏耐性、収量性の調査、

農家参加型選抜、収量評価が行われた。 

・黒ゴマの栽培適正試験は 3 サイトで実施され、併せて優良農家

収量調査が実施された。 

・これらの試験の結果、3 品種の候補品種（①PAKRE SAAYA、②

BO NOGORA、③A KILOM）が有力候補株として選抜された。 

2-3 ゴマの栽培試験を行い、

栽培技術を確立する。 

【計画していた活動はすべて完了した（2018 年 6 月完了）】 

・追肥試験、候補品種を用いた播種日試験、候補品種を用いた播

種密度試験、農薬比較試験が実施された。 

・技術体系をより効果的に普及フェーズへと移すため、INERA 研

究者、プロジェクトフォーカルポイント、国家種子課（Service 

National des Semences：SNS）検査官、研修講師らを交えてマニ

ュアル改定が行われた。 

・2018 年 4 月に関係者への活動成果の共有のために成果共有ワー

クショップを開催。播種、施肥、農薬に関する試験結果や 2 月

に登録申請を行った新品種の試験結果及び栽培技術書（Fiche 

Technique）が関係者に共有された。 

2-4 ゴマの新品種の国家品種

登録の準備を行う。 

【計画していた活動はすべて完了した（2018 年 2 月完了）】 

・2018 年 2 月 14 日には、申請書類（申請書、特徴調査レポート、

農学評価レポート、特徴調査/農学評価要約、特徴調査/農学評価

技術レポート）が SNS に提出され、受理された。今後、登録に

向けて必要書類への署名さえ終われば、国家品種カタログへも

掲載されることになる。 

活動 3  

3-1 適切な原種生産のために

研究者や技師の能力強化を行

う。 

【計画していた活動はすべて完了した（2018 年 6 月完了）】 

・日本人専門家によるオン・ザ・ジョブ・トレーニング（On-the-Job 

Training：OJT）にて、INERA 研究者、INERA 技官、常駐の圃場

ワーカー、特別契約農家などを対象に技術指導が実施された。 

3-2 種子生産農家へ普及指導

を行う講師の能力強化を行う。 

【計画していた活動はすべて完了した（2018 年 6 月完了）】 

・ 過去にブルキナファソで実施された優良種子プロジェクト

（Projet de Développement des Semences Améliorées：PDSA）で

作成された種子生産マニュアルの改訂を行った。 

・ 認証種子生産イラストマニュアルと認証種子生産テキストマニ

ュアルが作成され、2018 年 4 月に DGPV 総局長が参加した成果
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共有ワークショップにおいて承認された。 

3-3 種子生産農家に対し、認

証種子生産能力を強化するた

めの研修を実施する。 

【活動は計画どおりに進捗している】 

・2017 年は 2 月から、2018 年は 1 月から中核農家を対象とした「種

子生産研修」を両州で開始した。3 日間の座学（理論研修）を皮

切りに、その後 6 月下旬から 12 月にかけて、FFS/FBS ファシリ

テーター研修と合わせて全 4 回の実践研修と両州 DRAAH 内に

おける研修総括が開催された。 

・2019 年は、1 月 23 日から 31 日にかけ、プロジェクト対象であ

るHB及びBMの中核農家を対象とした種子生産理論研修が実施

された。2019 年は DGPER 所属の本プロジェクトコーディネー

ター及び州フォーカルポイントが中心となって準備から実施ま

でを行っている。 

3-4 中核農家によって生産さ

れた認証種子の生産や販売状

況をモニタリングする。 

【活動は計画どおりに進捗している】 

・2017 年 8 月から 9 月にかけて、HB 7 カ所、BM 15 カ所、2018

年 8 月から 10 月にかけて、HB 12 カ所、BM 13 カ所でモニタリ

ングが実施された。 

活動 4  

4-1 国際市場におけるマーケ

ティング能力を強化する（市場

ニーズ調査、国際見本市参加促

進、作況予測手法の検討等）。 

【計画していた活動は完了した】 

・2016 年に本邦研修を 2 回実施したが、中間レビュー以降の活動

は特に計画されていない。 

4-2 市場ニーズに基づく品質

管理に関する研修を実施する

（夾雑物処理、農薬使用管理、

検査体制の強化等）。 

【活動は計画どおりに進捗している】 

・中間レビュー以降は、業者を対象とした研修を対象 2 州で各 2

回、合計 4 回実施した。 

・2017 年 11 月に実施した流通業者向け研修では、アフラトキシン

対策について周知を行った。また、Cahier des Charges（ゴマ輸出

仕様書）が発効したことから、集荷業者や小規模中間業者への

新制度の周知を目的とした研修を実施した。 

・2018 年 12 月に実施した流通業者向け研修においては、Cahier des 

Charges の詳細ルールと倉庫管理手法について指導を行った。 

4-3 生産・流通・市場情報の

共有を促進する。 

【活動は計画どおりに進捗している】 

・ 生産、流通、市場に関する情報共有を推進する目的で、ドイツ国際

協力公社（Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit：

GIZ）との共催でブルキナファソ  ゴマフィリエール職業組織

（Interprofession Sésame du Burkina Faso：INTERSEB）会合を合

計 2 回、開催した。 

出所：業務進捗報告書を基に調査団員が作成 

 

３－３ アウトプットの達成状況 

本プロジェクトの活動は PO に沿って着実に実施されており、成果 1、成果 2、成果 3 の指標は

すべて達成されている。しかしながら、成果 4 については、3 つの指標のうちの指標 4-2、指標

4-3 が未達成であり、このうち後者の指標は、プロジェクト終了までに達成される見込みは低い。 
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表－５ PDM の成果指標の達成状況 

 PDM 指標 達成状況 

成果 1 1-1. 中核農家を対象とした研修のモジュールと教材（FFS/FBS、農民能力

強化）が開発される 

1-2. 180 名以上の農家が研修に参加する 

1-3. FFS/FBS に参加した農家の 90％以上が複数の技術を活用する 

100％達成 

 

100％達成 

100％達成 

成果 2 2-1. 1 種以上の新品種が種子登録のために選定される 

2₋2. 品種選択と基礎・育種のための技術ガイダンスが策定される 

100％達成 

100％達成 

成果 3 3-1. 中核農家を対象とした研修のモジュールと教材（種子生産）が開発さ

れる 

3-2. 180 名以上の農家が研修に参加する 

3-3. 対象グループの半数以上で、少なくとも 1 名の種子生産農家が登録さ

れる 

3-4. 年間平均 60ha 以上の認定種子生産面積が対象種子生産者により申請

される 

100％達成 

 

100％達成 

100％達成 

 

100％達成 

成果 4 4-1. ゴマの品質管理に関する研修資料が作成される 

4-2. ゴマ関係者を対象とした品質管理に関するトレーニング/セッション/

ワークショップが 10 回以上実施される 

4-3. 1 社以上のブルキナゴマ承認輸出業者全国組合（L’Association 

nationale des commerçants et exportateurs de sésame du Burkina：

ANACES-B）メンバーが日本の輸入業者と直接契約を結ぶ 

100％達成 

90％達成 

 

0％達成 

 

（1）成果 1 の達成状況 

成果 1：ゴマ栽培の適正技術と知識の開発と普及がなされる 

 

指標 1-1. 中核農家を対象とした研修のモジュールと教材（FFS/FBS、農民能力強化）が

開発される 

【指標は達成された】 

・研修年度ごとに研修 TOR が作成され、成果品として 13 点の教材が作成されるととも

に、各研修コースの研修用資料が作成された。 

 

中間レビュー以降の 2017 年、2018 年ともに、中核農家を対象とした FFS/FBS 研修の内訳

を記載した“Formation de facilitateurs du CEP et du CGEA pour le sésame”（ゴマ生産のための

FFS/FBS ファシリテーター研修）の TOR が作成され、各州の関係者と共有されている。研修

マニュアル・資料は研修講師陣及びフォーカルポイントと意見交換を重ねながら作成されて

おり、毎年更新されている。また、各年の研修終了後には、研修総括ワークショップが開催

されており、翌年以降の研修に向けた改善点が話し合われている。 
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表－６ 成果品として作成された教材一覧 

 成果品名 日 付 内 容 

1 ゴマ生産者手帳（2016 年） 2016 年 6 月 営農 

2 ゴマ生産者手帳（2016 年）記入ガイド 2016 年 6 月 営農 

3 FFS ファシリテーターガイド（Ver.3） 2016 年 6 月 FFS 運営 

4 ゴマ生産者手帳（2017 年） 2017 年 6 月 営農 

5 FBS 実施ガイド（2017 年） 2017 年 6 月 営農 

6 営農計画書（2017 年） 2017 年 6 月 営農 

7 FFS ファシリテーターガイド（2017 年） 2017 年 6 月 FFS 運営 

8 営農計画書（2018 年） 2018 年 4 月 営農 

9 営農計画書記載マニュアル 2018 年 4 月 営農 

10 ゴマ生産者手帳（2018 年） 2018 年 6 月 営農 

11 FBS 実施ガイド（2018 年） 2018 年 6 月 営農 

12 FFS ファシリテーターガイド（2018） 2018 年 6 月 農民圃場の学校運営 

13 ゴマ FFS ファシリテーターノート 2018 年 6 月 農民圃場の学校運営 

出所：業務進捗報告書を基に調査団員が作成 

 

指標 1-2：180 名以上の農家が研修に参加する 

【指標は達成された】 

・2016～2018 年の 3 年間の研修に 191 名が研修に参加した。さらに、2019 年は 18 グル

ープ、72 名の参加を予定しており、プロジェクト終了時点で合計 263 名が研修を修了

している見込みである。 

 

各年ともに 4 月下旬から 3 日間の理論研修を皮切りに、6 月下旬から 12 月にかけて、あら

かじめ各州に設置した FFS 研修圃場において全 6 回の実践研修と両州 DRAAH 内における総

合評価が開催された。また、各年の研修終了後には、研修総括ワークショップ（2017 年 12

月、2018 年 12 月）が開催された。全期間の研修を通して、参加率は 9 割程度であり、研修

参加者のモチベーションが期間を通して高く保たれていた。 

 

表－７ FFS/FBS 及び農民能力強化研修参加農家数 

州 

2016 年 2017 年 2018 年 

合計（名） 対象 

農民数 

平均 

参加者 

対象 

農民数 

平均 

参加者 

対象 

農民数 

平均 

参加者 

HB 28 26.4 30 27.9 34 28.6 92 

BM 28 25.6 35 33.4 36 34.1 99 

合計（名） 56 52.0 65 61.1 70 62.7 191 

出席率  86.7％  92.6％  89.4％  

出所：業務進捗報告書を基に調査団員が作成 
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指標 1-3：FFS/FBS に参加した農家の 90％以上が複数の技術を活用する 

【指標は達成された】 

・すべての農家が活用している技術が複数あることが確認された。 

 

プロジェクトが 2018 年に 191 農家に対して実施したアンケート調査の結果（回収アンケー

ト数：132 件、アンケート回収率：69.1％）によれば、各技術の活用状況について、90％を

超えている技術が複数あった。プロジェクトが指導した技術の適用率、上位 10 件は表－８の

とおりである。 

 

表－８ 活用されている割合の高い技術上位 

 技術種類 技術内容 適用率（％） 

1 収穫 茎や蒴果の半分が黄色くなってからの収穫 100.0 

2 収穫 鎌やナイフを用いた収穫 100.0 

3 脱粒 乾燥シートの上での脱粒 100.0 

4 播種 1〜2 cm の深さの播種 98.8 

5 間引き 間引き 98.8 

6 脱粒 ふるいの使用 98.8 

7 貯蔵 作物の保管に新しい袋を使用 98.8 

8 植物検疫処理 パッケージ表示で推奨されている用量での農薬使用 98.4 

9 播種 殺菌剤（Calthio C など）を用いた種子処理 97.7 

10 植物検疫処理 2 回目の農薬散布の適切な時期 97.1 

出所：モニタリング報告書を基に調査団員が作成 

 

（2）成果 2 の達成状況 

成果 2：ゴマ新品種の選定が行われる 

 

指標 2-1. 1 種以上の新品種が種子登録のために選定される 

【指標は達成された】 

・ 終的に 3 品種が選定され、品種登録申請が完了した。 

 

PAKRE SAAYA、BO NOGORA、A KILOM の 3 品種が選定され、2018 年 2 月に品種登録申

請が行われ、認証機関による確認・検査作業はすべて終了している。今後、登録に向けて必

要書類への署名さえ終われば、国家品種カタログへも掲載されることになる。また、2 年分

のデータは揃わなかったものの、SKC34-BDL4 と SKC35-BDL5 の 2 品種を将来の有望品種と

して選定し、今後のデータ取得については、C/P 機関である INERA に託されている。 

なお、ブルキナファソにおける国家品種登録の更新は 5 年ごとに行われており、次回の更

新は 2019 年である。プロジェクトではこのタイミングに合わせて、登録申請を行っている。

国家品種登録された品種は国内で配付、流通が可能となる。さらに、アフリカ諸国経済共同

体（Economic Community of West African States：ECOWAS）諸国でも登録品種として認識され

るようになる。 
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指標 2-2：品種選択と基礎・育種のための技術ガイダンスが策定される 

【指標は達成された】 

・認証種子生産テキストマニュアルが作成され、ワークショップにて承認された。 

 

2018 年に認証種子生産テキストマニュアル（“Manuel de technique de Production de Semences 

Certifiées au Burkina Faso -Sésame -2ème edition”）を作成し、2018 年 4 月にワークショップに

て承認された。マニュアルは、DGPV、INERA をはじめとした関係者に配付されている。テ

キストマニュアルの策定にあたっては、INERA 活動計画・マニュアル作成ワークショップが

2017 年 6 月 6 日に実施され、INERA、DGPV、DPGER、DRAAH/HB、DRAAH/BM から合計

17 名が参加している。また、2018 年 3 月 12 日に実施された成果共有兼テキストマニュアル

改定ワークショップには、INERA、DRAAH/BM、DRAAH/HB、DGPV の関係者が参加した。 

 

（3）成果 3 の達成状況 

成果 3：認証種子生産農家数と認証種子生産量が増加する。 

 

指標 3-1：中核農家を対象とした研修のモジュールと教材（種子生産）が開発される 

【指標は達成された】 

・ 2018 年に認証種子生産テキストマニュアルが作成され、ワークショップにて関係者に

承認された。 

 

2018 年に認証種子生産イラストマニュアル（“Manuel illustré de production de semences 

certifiées de sésame”）が発行された。写真を多く使ったテキストは、州局の種子検査官をは

じめとした関係者に配付され、高い評価を得ていることが確認された。マニュアルには現在

申請を行っているプロジェクトが選定した 3 品種も含まれており、今後の活用が期待される。 

 

指標 3-2：180 名以上の農家が研修に参加する 

【指標は達成された】 

・2016～2018 年の 3 年間で既に 191 名が研修に参加している。2019 年の参加者 72 名と

合わせて、 終的にプロジェクトの研修に参加した農家の数は 263 名になる見込みで

ある。 

 

種子生産研修は、FFS/FBS ファシリテーター研修と同時に実施されているため、指標 1-2

と同様に、種子生産研修には 191 名の中核農家が参加している。2019 年にも研修が予定され

ており、合計 72 名が参加者として選定されている。プロジェクト終了時点では、合計で 263

名がプロジェクトの研修を終了する見込みである。表－９は、種子生産研修が実施された研

修への参加者の出席率である。2016 年で 91.1％、2017 年で 93.5％、2018 年で 88.0％と高い

出席率となっている。 
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表－９ 種子生産研修参加農家数 

州 
2016 年 2017 年 2018 年  

対象農家 平均参加者 対象農家 平均参加者 対象農家 平均参加者 合計（名） 

HB 28 25.8 30 27.2 34 27.8 92 

BM 28 25.2 35 33.6 36 33.8 99 

合計（名） 56 51.0 65 60.8 70 61.6 191 

参加率  91.1％  93.5％  88.0％  

出所：業務進捗報告書を基に調査団員が作成 

 

指標 3-3：対象グループの半数以上で、少なくとも 1 名の種子生産農家が登録される 

【指標は達成された】 

・対象 96 グループ中 78 グループ（81.3％）において、1 名以上の種子生産農家が登録さ

れている。 

 

対象グループの 81.3％にあたる 78 グループから、合計 98 名が種子生産農家として登録し

ている。詳細は表－10 のとおりである。なお、認証種子生産者登録は、一度登録すれば 3 年

間有効5となるが、現時点で登録を更新した種子生産農家はいない。現地調査においては、複

数の農家が将来的に登録を更新することに対して、積極的な意思があることを確認した。 

 

表－10 認証種子生産農家登録者数 

州 
2016 年 2017 年 2018 年 合 計（名） 

登録者のい

るグループ 
登録者 登録者のい

るグループ 
登録者 登録者のい

るグループ 
登録者 登録者のい

るグループ 
登録者 

BM 8（14） 11 12（18） 17 14（18） 19 名 34（50） 47 

HB 12（14） 14 15（15） 15 17（17） 22 名 44（46） 51 

合計（名） 20（28） 25 27（33） 32 31（35） 41 名 78（96） 98 

※（）内の数字は対象グループ数 

出所：業務進捗報告書を基に調査団員が作成 

 

指標 3-4：年間平均 60ha 以上の認定種子生産面積が対象種子生産者により申請される 

【指標は達成された】 

・2018 年の種子生産面積の平均は 61.6ha であった。 

 

2018 年 11 月の時点で、合計 57 名が種子生産の申請をしており、合計で 185ha が作付され

ている。過去 3 年間の平均申請面積は、104.3ha となり、指標は達成されている。また、各年

の研修受講農家ごとにみた場合でも、2018 年の認証種子作付面積の平均は 61.6ha となる。認

証種子の作付面積推移並びに種子生産申請農家数推移は表－11 及び表－12 のとおりである。 

  

 
5 種子生産者登録には更新費用 FCFA5,000 がかかる。 
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表－11 認証種子作付面積推移（ha） 

農作期 2016 2017 2018 

2016 年研修受講農家 24 36 25 

2017 年研修受講農家 - 68 61 

2018 年研修受講農家 - - 99 

合計 24 104 185 

平均 24.0 52.0 61.6 

出所：モニタリング報告書を基に調査団員が作成 

 

表－12 認証種子生産申請者数（名） 

農作期 2016 2017 2018 

2016 年研修受講農家 6 6 6 

2017 年研修受講農家 - 23 18 

2018 年研修受講農家 - - 33 

合計 6 29 57 

出所：モニタリング報告書を基に調査団員が作成 

 

（4）成果 4 の達成状況 

成果 4：ゴマ関係者のマーケティング能力が改善される 

 

指標 4-1：ゴマの品質管理に関する研修資料が作成される 

【指標は達成された】 

・流通研修用の教材が作成された。 

 

2016 年から実施している流通研修に用いられる研修教材（残留農薬、アフラトキシン、倉

庫管理、Cahier des Charges）が作成された。これらは、研修に用いる教材として研修講師・

関係者と協議のうえで作成されており、研修時のプレゼンテーション資料として活用された。

各研修コースの講師が編集可能な元データを保持しているが、必要に応じて共有可能な状態

になっている。 

 

指標 4-2：ゴマ関係者を対象とした品質管理に関するトレーニング/セッション/ワークシ

ョップが 10 回以上実施される。 

【指標は達成される見込みである】 

・これまでに 9 回のトレーニング/セッション/ワークショップが開催された。 

・2019 年には 1 回以上が開催される予定である。 

 

2016 年には、流通研修、ゴマプラットフォーム、2017 年には、流通研修 2 回、INTERSEB

会合、農薬管理専門家セミナー、2018 年には、流通研修 2 回、INTERSEB 会合が実施された。

また、開催時期は未定であるが流通業者向けの研修を 2019 年に実施予定である。HB、BM
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個別に実施するか、合同で実施するかは今後決定されるが、少なくとも 1 回以上の研修が開

催予定であり、指標は達成される見込みである。なお、その他の品質管理に関する能力強化

の取り組みとして、ゴマ関係者向けの本邦研修が 2 回実施されている。 

 

表－13 トレーニング/セッション/ワークショップ開催状況 

 名 称 日 付 対象者 人数 

1 ゴマプラットフォーム 2016 年 8 月 1 日 政府関係者、生産者、輸出業者 47 

2 中間業者を対象にしたセミナー 2016 年 11 月 29 日 中間業者 24 

3 農薬管理専門家の報告会 2017 年 6 月 16 日 政府関係者、民間業者 51 

4 流通業者向け研修（BM） 2017 年 11 月 9 日 中間業者 32 

5 
INTERSEB 会合（GIZ 等共催） 2017 年 11 月 14～ 

15 日 

政府関係者、生産者、輸出業者 
111 

6 流通業者向け研修（HB） 2017 年 11 月 16 日 中間業者 28 

7 INTERSEB 会合（GIZ 等共催） 2018 年 11 月 15 日 政府関係者、生産者、輸出業者 115 

8 流通業者向け研修（HB） 2018 年 12 月 4 日 中間業者 27 

9 流通業者向け研修（BM） 2018 年 12 月 7 日 中間業者 26 

10 流通業者向け研修 未定 未定  

出所：業務進捗報告書を基に調査団員が作成 

 

指標 4-3：1 社以上の ANACES-B メンバーが日本の輸入業者と直接契約を結ぶ 

【指標は未達成であり、プロジェクト終了までに達成される見込みは少ない】 

・現時点で日本の輸入業者と直接契約を締結した ANACES-B メンバーはいない。 

 

指標 4-3 は、もともと野心的な指標であるが、プロジェクト完了まで半年の段階で指標達

成に直接関連する具体的な活動成果がみられないことから、プロジェクト期間中に達成され

る見込みは低い。しかし、Chaier des Charges が 2017 年 3 月に発効したことにより、生産地

証明、中間業者・輸出業者登録、輸出前検査などが義務化されており、プロジェクトでは、

Chaier des Charges のルールを周知する研修を実施することで、今後 ANACES-B が日本の輸

入業者との直接契約を結ぶために必要な支援を行っている。 

 

３－４ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：プロジェクト対象農家のゴマの生産性と収入が改善される 

 

指標 1：対象農家の 70％以上がゴマ生産によって収入が向上する 

【指標は達成される見込みである】 

・エンドライン調査の中間取りまとめ結果によれば、88.5％の中核農家が（有効回答 139 件中

123 件）がゴマ生産により収入が向上している。 

・現地調査において聞き取りをした 8 グループ、14 名の中核農家は、すべて収入が向上してい

ると回答している。 
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終的な達成判断のためには、エンドライン調査の 終結果を待つ必要があるが、本指標の目

標とする「対象農家の 70％以上がゴマ生産によって収入が向上する」については、達成される見

込みが高い。現地調査、及びエンドライン調査の中間取りまとめ結果によれば、約 9 割の中核農

家がゴマ生産により収入が向上している。残りの 1 割については、「わからない・まだわからない」

という回答であったが、これは種子生産を中心に行った農家において、生産した認証種子の検査

に時間を要しており入金にいたっていないケースや、グループとしてさまざまな作物の生産を行

っているため、グループ内でのゴマ生産による収入の増減を把握していないケースがあることが

理由として推測される。また、現地調査において聞き取りをした 8 グループ、14 名の中核農家は、

すべて収入が向上したと回答している。 

なお、指標 1 では収入増減額については定めていないが、現地調査においては、向上した収入

によって、子どもを学校に通わせる学費を賄えるようになった、バイクや家畜を購入することが

できた、といった生活改善の声も聞かれており、プロジェクトによる貢献があったと判断される。

したがって、プロジェクト目標の 1 つである収入の向上についてはその目標を適切なレベルで達

成できたものと考えられる。 

 

表－14 ゴマ生産農家の収入向上 

研修 
受講年 

州 
対象 

グループ数 
対象中核 
農家の数 

回答数 
収入が向上した 
中核農家の数 

収入が向上し
た中核農家の
割合（％） 

2016 
BM 14 28 24 24 100.0 

HB 14 28 15 15 100.0 

2017 
BM 18 36 23 23 100.0 

HB 15 29 23 20 87.0 

2018 
BM 18 36 29 26 89.7 

HB 17 34 25 15 60.0 

合計 139 123 88.5 

出所：エンドライン調査中間取りまとめ結果を基に調査団員が作成 

 

 

図－２ ゴマ生産農家の収入向上割合 

 

 

（BM） （HB） 
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指標 2：対象地域のゴマ生産農家の平均収量が 20％以上向上する 

【指標は達成される見込みである】 

・ベースライン調査結果とエンドライン調査結果の比較では、平均収量が 33.1％増加した。 

・研修参加前年を基準とした単収の比較では、おおむね 20％を超えて収量が増加した。 

・現地調査において聞き取りをした 8 グループ、14 名の中核農家は、すべて収量が向上したと

回答している。 

 

本指標の達成状況は、①ベースライン調査とエンドライン調査の比較6、②研修前後の比較によ

って判断した。ベースライン調査においては、BM ムーン県、HB ウエ県・テュイ県においてサン

プリング調査が行われており、これらの 2 州 3 件の平均は、224.7 kg/ha であった。エンドライン

調査における対象農家の 2018 年の平均収量は 299 kg/ha であったことから、ベースライン調査結

果とエンドライン調査結果の比較では、対象地域の単収の 33.1％の増加となる。 

しかしながら、ベースライン、エンドラインの対象農家が異なることから、本プロジェクトの

活動による収量向上の成果を図る場合、中核農家の研修参加前後の収量の変化をみることがより

適切である。表－15 及び表－16 に示すとおり、研修参加前年を基準とした単収は、BM、HB と

もにおおむね 20％を大きく超えて増加している。2016 年、2017 年については、研修前年を基準

として、BM で 13.1～40.5％の増加、HB で 18.7～114.1％の増加となっている。また、研修の翌年、

2 年後まで単収が増える傾向にあるが、2016 年に研修を受講した農家においては、研修終了後 3

年目の 2018 年に単収が微減する傾向にあった。一方、2018 年については、BM では単収は増加

（39.1％）したものの、HB では前年（2017 年）のゴマの生産が良好であったことに加え、一部

の地域で水害があったため減少（－1％）という結果であった。 

 

表－15 研修前年を基準としたゴマ単収の変化（BM） 

研修受講年 
対象 

農家数 
アンケー
ト回収数 

単収（kg/ha） 
研修前年を基準とした増加率 

（％） 

研修前年 研修年 1 年後 2 年後 研修年 1 年後 2 年後 

2016 28 24 305 352 345 313 15.6 13.1 2.7 

2017 36 22 202 276 284 ― 36.5 40.5 ― 

2018 36 27 253 352 ― ― 39.1 ― ― 

 

表－16 研修前年を基準としたゴマ単収の変化（HB） 

研修受講年 
対象 

農家数 
アンケー
ト回収数 

単収（kg/ha） 
研修前年を基準とした増加率

（％） 

研修前年 研修年 1 年後 2 年後 研修年 1 年後 2 年後 

2016 28 14 127 208 272 218 63.3 114.1 71.4 

2017 29 20 227 270 326 ― 18.7 43.4 ― 

2018 34 15 304 304 ― ― －1.0 ― ― 

出所：エンドライン調査中間取りまとめ結果を基に調査団員が作成 

 
6 ベースライン調査において取得した BM ムーン県、HB ウエ県・テュイ県のサンプリング農家の単収から 3 県の平均単収を

算出し、エンドライン調査で得られる中核農家の単収と比較した。各県における単収は、ムーン県 230kg/ha、ウエ県 191 kg/ha、
テュイ県 253 kg/ha であり、平均は 224.7kg/ha であった。 
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図－３ 研修実施前後のゴマ単収の変化 

 

３－５ 上位目標の達成見込み 

上位目標：対象地域のゴマの生産性が向上する。 

 

指標 1：対象地域のゴマ生産農家の平均収量が 20％以上向上する。 

・上位目標達成に向けた基盤は構築されたものの、プロジェクト終了後のフォローアップの仕

組みが整備されておらず、達成に向けて課題が残る 

 

プロジェクトのアプローチは政府機関の援助がなくとも技術の普及が期待できる「農民間普及」

を行っており、①収量を上げるための技術が容易であること、②収量・収入の向上に成功した中

核農家の営農に関心をもつ一般農家が増えたこと、③まとまった量で取り引きをするために地域

全体で収量向上をめざすモチベーションが高いこと、④認証種子が正しく活用されれば収量の向

上が期待できること、⑤綿の不作により、ゴマ栽培に切り替える農家が一定数いること、⑥重要

作物であるゴマには、国際農業開発基金（International Fund for Agricultural Development：IFAD）

や米国の NGO である世界ルーテル救済（Lutheran World Relief：LWR）をはじめとしたドナーの

支援が今後も継続されること、といった要素が上位目標の達成に貢献することが期待される。 

ただし、上位目標達成に向けては、プロジェクトの研修に参加した中核農家及び中核農家が指

導したグループ・メンバーが周辺農家への更なる技術普及を継続していく必要がある。そのうえ

で、①技術普及の核となる中核農家の人数が今後増える見込みが低いこと、②フォローアップの

仕組みがなく中核農家の技術の定着に不安が残ること、③新たに申請された品種が現時点で登録

されていないこと、といった課題が残る。 
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３－６ プロジェクトの実施プロセス 

ブルキナファソでは、これまでもゴマ分野を対象とした他ドナー及び政府機関による支援事業

が多く実施されてきた。プロジェクトはこれらの支援事業を通じてブルキナファソ国内に蓄積さ

れたローカルリソースを活用し、効率的な事業運営を行っている。また、各種研修の実施におい

ては、継続的な改善を計画に取り入れており、研修成果の向上に努めている。他方、ブルキナフ

ァソ側の予算が限られているため、C/P 職員が適切に活動に関与することができていない。 

 

３－６－１ プロジェクト運営に関する事項 

プロジェクトではこれまでに 4 回の合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）が実

施されており、関係者の情報共有の場として機能している。2018 年より JCC が合同での開催とな

ったが、2018 年 12 月に開催された合同 JCC の開催日が直前まで決定されず、日本人専門家の参

加はなかった。プロジェクトの意思決定や課題解決に関しては、これまでに 16 回開催された全体

会議（中間レビュー前までに 10 回、中間レビュー以降 6 回）において対処されてきた。また、各

活動においては、普及分野で 38 回、モニタリング分野で 5 回、流通分野で 2 回、農薬分野で 1

回の会議や会合が実施されており、これらの開催を通じた関係者間の調整や課題解決が行われて

いる。 

 

３－６－２ PDM の改訂 

中間レビューにより、主に以下の点を変更した改訂 PDM 案が作成され、2017 年 12 月に実施さ

れた JCC で承認された。変更はブルキナファソのゴマ栽培と輸出の実態に即した形になるよう行

われている。詳細は「付属資料 4. PDM Version 2」を参照。 

 

＜当初 PDM からの変更点＞ 

・上位目標を「ゴマの輸出量の増加」から「ゴマの生産性の改善」に変更 

・「食用ゴマ」と「搾油用ゴマ」の表記を「ゴマ」に統一 

・当初 PDM の活動 1-4 と活動 4-3 は他の活動に統合 

・当初 PDM の活動 2-5～2-7 の削除 

・その他用語の統一、文法的な微修正 

 

３－６－３ 実施プロセスにおける貢献要因及び阻害要因 

プロジェクトの効果発現に貢献した要因並びにプロジェクトの効率的な実施を阻害した問題点

として、以下の項目が挙げられる。 

 

〈貢献要因〉 

・PDM の改訂により、プロジェクトの活動の見直しと指標の設定が行われ、プロジェクトの活動

内容が整理された。これにより、プロジェクト関係者の共通理解の醸成が進められ、プロジェ

クト後半の効率的な活動の実施につながった。 

・農民間普及を促進するうえで、意欲の高い中核農家を選定したことが、効果的な技術移転に貢
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献した。研修参加者は、7 項目からなる明確な選定基準7に基づいて選定されている。 

・近年の綿価格の下落により、対象地域においてゴマ生産への関心が高まり、意識の高い中核農

家の確保、並びに一般農家の技術普及の促進につながった。 

〈阻害要因〉 

・ブルキナファソ側の予算不足及び支出時期の遅れが円滑な活動の実施に大きく影響した。プロ

ジェクト後半の活動の多くは、BM、HB で実施されており、各 DRAAH からは職員の積極的な

参加があった。一方、中央の C/P については、財務上の制限から出張旅費等の必要経費を支出

することができず、適切な時期、回数の活動参加ができなかった。また、同じく財源の不足に

より、農村部の農業技術普及を担当する技術支援エリア担当（Zone d’Appui Technique：ZAT）

及び技術指導ユニット（Unité d’Animation Technique：UAT）の活動費を負担することができず、

活動への積極的な巻き込みが実現しなかった。ZAT/UAT は、中核農家に対するフォローアッ

プ・モニタリングにおいて重要な役割を期待されていたが、現段階で、プロジェクト終了後を

見据えた協働体制は構築されていない。 

・一部の C/P の本来業務とプロジェクトの活動内容にギャップがあるため、プロジェクトの成果

の継続的な活用をだれが行うかが依然として不透明であり、プロジェクトの終了後を見据えた

活動の実施が困難となっている。 

・治安状況の悪化により、モニタリング実施、活動地域の選定などの一部の活動が制限された点

も阻害要因として挙げられる。 

 

３－６－４ 中間レビューの提言への対応状況 

（1）プロジェクトチームへの提言 

提言の内容 内 容 対応状況 

PDM の改訂 
2017 年 12 月に開催された JCC にて数値目標が設定され

た改訂 PDM が承認された。 

対応済み 

関係者間の情報共有 中間レビュー時の提言に基づき、情報共有と報告の体制

が整備されたが、その体制は十分に機能しなかった。

2018 年後半に DGPER フォーカルポイントが任命された

ことにより、DGPER との情報共有の状況は改善し、担

当者間での定期的な会合が開催されている。一方で、

DGPV や INREA をはじめとした、関係機関全体での状況

共有においては依然として課題が残っており、改善の余

地がある。 

継続して改善

の取り組みが

必要 

モニタリング・フォロ

ーアップの強化 

農村部の普及員である ZAT/UAT の巻き込みについては、

現時点で実現していない。他ドナーが ZAT/UAT と協働

する場合には、直接契約により活動資金の提供や技術的

な支援を行うケースが多いことから、DGPER からの予

算がない現状では、活動への参加が困難であった。 

継続して改善

の取り組みが

必要 

 

  

 
7 農民選定のクライテリアは①FFS の研修後 2 年間の継続意思、②3ha の圃場、③フランス語ができる生産者人数、④2013 年

以降の他のプロジェクト援助の有無、⑤2013 年以降の他のゴマ栽培技術研修の有無、⑥グループ内種子生産農家の有無、⑦

ゴマ契約栽培の有無の 7 点。 
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（2）ブルキナファソ側への提言 

ローカルコスト負担

の遵守 

2017 年には、DGPER はプロジェクト予算が支給される

まで、一般予算で立て替えることを決定し、改善に向け

て努力を行っている。2018 年はブルキナファソ側の予算

が早く獲得でき、C/P への出張旅費が支給されたことか

ら、現場での活動にも C/P が積極的にかかわることがで

きた。ただし、ある程度の改善があったとはいえ、終了

時評価時点でも予算の支出額、支出時期には課題が残り、

円滑な活動実施を阻害する要因となっている。 

継続して改善

の取り組みが

必要 

C/P 職員の活動への

参加 

DGPER、DGPV、DRAAH の各フォーカルポイントは、

責任感をもってプロジェクトに参加している。一方で、

フォーカルポイント以外の C/P 職員については、活動に

ほとんど参加していないケースもある。活動予算の制約

に加え、C/P 職員の通常業務とプロジェクト活動のリン

クが薄いことから、活動への参加が制限されている。 

継続して改善

の取り組みが

必要 

ベースライン調査結

果の審議会の早急な

開催 

2017 年 9 月 15 日に、DGPER/DPEFA 課長を議長として、

Validation Workshop が開催された。ベースライン調査が

限られた条件下で行われた旨を明記することで、報告書

が承認された。 

対応済み 

 

（3）日本側への提言 

効率的、効果的な投

入に向けた見直し 

DGPER との協議には JICA ブルキナファソ事務所が協力

し、円滑な連携に向けた改善が行われた。 

対応済み 

JICA 技術協力プロジ

ェ ク ト の コ ン セ プ

ト、評価ガイドライ

ンの共有 

DGPER 職員 6 名を対象に、JICA ブルキナファソ事務所

より、英文ガイドラインを用いた口頭での説明が行われ

た。説明内容は DGPER 内部で共有されており、JICA 技

術協力プロジェクトに関する理解の醸成が進められた。 

対応済み 
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第４章 5 項目評価 
 

４－１ 妥当性：「やや高い」 

プロジェクト目標及び上位目標は、ブルキナファソにおける農業セクターの国家戦略及びわが

国の対ブルキナファソ開発協力方針と整合している。また、プロジェクトは対象地域の農民やゴ

マ関係者のニーズを満たすものである。一方、プロジェクト実施体制に課題がみられた。 

 

（1）国家政策にみる優先課題 

ブルキナファソ政府は、2010 年 2 月に成長の加速化と持続可能な開発のための戦略

（SCADD）2011-2015 を策定しており、農業セクターを成長加速化のための優先セクターと

位置づけている。また、SCADD における村落セクター戦略を実行に移すための実行計画文

書として農村開発セクター国家プログラム（Programme National du Secteur Rural：PNSR）

2011-2015 が策定され、農業・農村開発セクターの 上位プログラムに位置づけている。2018

年に策定された PNSR-II（2016-2020）においても、ゴマを含む換金作物をブルキナファソの

経済成長のための重要な要素であるとしており、さらに、国家経済社会開発計画（Plan National 

de Développement Économique et Social：PNDES）2016-2020 においても、2016～2020 年まで

の期間における年間平均成長率 7.7％のシナリオを実現するための 4 つの重要要因の 1 つと

して、ゴマを含む換金作物の成長を挙げている。プロジェクトの成果はこれらの目標に貢献

するものであり、ブルキナファソの国家政策と整合したものである。 

 

（2）必要性 

近年ゴマの市場価格は下降傾向にあるものの、投入コストの低さ、栽培技術が複雑でない

ことから、多くの農家がゴマ栽培に関して高い関心をもっている。ゴマは 9 割以上が輸出用

であり、国際品質基準に合わせた高品質のゴマの生産に対する必要性が高い。また、収量の

向上に関しては、まとまった量で販売することにより、中間業者との交渉がしやすくなり、

買い取り額の向上も期待できることから、地域・グループ全体の収量の増加に対するニーズ

がある。さらに、対象 2 州のゴマ農家の多くが小規模農家であることから貧困削減の点で受

益者のニーズも高い。プロジェクトはこれらのニーズを満たすものであり、妥当性は高い。 

 

（3）プロジェクトアプローチの適切性 

本プロジェクトには公的機関の支援がなくとも、農民から農民への技術普及が期待できる

農民間普及を通じた技術移転をめざしている。本プロジェクトのアプローチは、意欲の高い

中核農家を種子生産農家として育成したうえで、ゴマの暦年を通じて同農家へゴマの栽培、

収穫後処理並びに営農のグッドプラクティスを段階的に移転し、さらに同農家が種子の購入

者となる一般農家へそれらのグッドプラクティスを FFS により自発的に広げるという普及ア

プローチであり、計画は妥当であった。 

 

（4）プロジェクト実施体制の適切性 

本プロジェクトの主な C/P である DGPER は主に流通、収穫後処理、国内消費を担当する

部署であり、技術普及は、DGPV/普及・開発研究局（Direction de la Vulgarisation et de la 
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Recherche-Développement：DVRD）の所掌である。プロジェクト後半の中心的な活動は生産

性・収入を向上させるための農民間普及の技術移転であるため、DGPER が所掌する業務との

関連が必ずしも高くはない。このようなギャップが存在するなかで C/P として任命された

DGPER 職員のなかには、本来の業務とプロジェクト活動との関連性が薄く、積極的な関与が

できなかったケースも見受けられた。こうしたギャップが C/P のオーナーシップ意識の低さ

の原因として挙げられる。 

 

４－２ 有効性：「高い」 

終的な評価結果は、エンドライン調査の完了を待つ必要があるが、2019 年 3 月に実施した終

了時評価調査（第 1 次）と、エンドライン調査の中間取りまとめ結果から判断すると、PDM で設

定されたプロジェクト目標の 2 つの指標が達成される見込みは高い。目標達成の貢献要因として

は、高い意欲をもった中核農家を選定できたことが挙げられる。また、プロジェクト目標と各成

果の因果関係も適切に設定されている。 

 

（1）プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト終了までに、プロジェクト目標が達成される見込みは高い。PDM で設定され

た 2 つの指標のうち、指標 1「対象農家の 70％以上がゴマ生産によって収入が向上する」に

ついては、現地調査において聞き取りをした 8 グループ、14 名のすべての中核農家が「収入

が向上した」と回答している。また、エンドライン調査の中間取りまとめによれば、対象と

なる中核農家の 88.5％がゴマ生産により収入が向上したという結果になった。具体的な収入

の増加額については、比較基準（対象農家、過去の収入額）が不明であるため数値データの

比較が困難であるが、インタビュー調査においては、ゴマ生産による収入によって、対象農

家の生活が改善されたという声が複数聞かれた。 

指標 2 についても、「対象地域のゴマ生産農家の平均収量が 20％以上向上する」の達成見

込みは高い。対象となるゴマ生産農家において、研修参加前年と比較し、単収はおおむね増

加している。2018 年研修参加農家については、前年のゴマの生産が良好であったこともあり、

HB では研修実施年のゴマの収量は前年比で減少という結果であったが、2016 年、2017 年の

研修参加農家については、研修前年を基準としてし、BM で 13.1～40.5％の増加、HB で 18.7

～114.1％の増加となっている。 

 

（2）プロジェクト目標達成にかかわる促進、阻害要因 

農民間普及を促進するうえで、意欲の高い中核農家を選定したことで、効果的な技術移転

が行われた。プロジェクト目標は中核農家の収入・収量の向上をめざすものであり、中核農

家のモチベーションの高さが、目標達成に大きく影響している。中核農家がプロジェクトの

研修を通じて技術を習得し、その技術を一般農家へ普及させるための仕組みとして、認証種

子の生産販売による経済的な動機づけがなされているが、そのほかにも、グループ内で収量

を上げることで、まとまった量で中間業者へ販売できるというインセンティブがあった。た

だし、今後の収入向上に関してはゴマの国際市場単価、ブルキナファソ内での競合作物（綿、

ラッカセイ、豆類）の市場状況など外部要因の影響が高く、今後の予測は難しい。 
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（3）プロジェクト目標と各成果の因果関係 

各成果（成果 1：適正技術・知識の開発普及、成果 2：新品種の選定、成果 3：認証種子生

産者、生産量の増加、成果 4：関係者のマーケティング能力の向上）は、プロジェクトの目

標を達成するために不可欠なものであり、それぞれがプロジェクト目標の達成に寄与してい

る。ただし、その寄与の度合いは異なり、成果 1、成果 3 がプロジェクト目標の指標の達成

に直接貢献しているのに対し、成果 2、成果 4 については、間接的にプロジェクト目標に寄

与しており、プロジェクト目標の達成を通じた上位目標達成に貢献するものであった。 

 

４－３ 効率性：「中程度」 

日本側投入はおおむね適切であり、期待される成果の達成に結びついている。ブルキナファソ

側の投入については、ローカルコスト負担について、中間レビュー以降一定の改善がみられたも

のの、依然として予算の支出額、支出時期において課題があり、予算を必要とする活動への参加

が制限されたことから、C/P 職員の積極的なプロジェクトへの関与が限定的であった。 

 

（1）日本側の投入 

中間レビューの時点では、2014 年の政変の影響と長期専門家の辞任により、活動の実施は

当初の計画よりも大幅に遅れていたが、プロジェクト後半では、改訂された PDM に基づき

計画どおりの投入が行われており、日本人専門家の派遣回数、派遣時期に関する問題はみら

れなかった。なお、中間レビュー以降、本邦研修、機材調達は行われていない。 

 

（2）ブルキナファソ側の投入 

ブルキナファソ側投入のうち、ローカルコスト負担の予算の支出額、支出時期に課題がみ

られた。適切な予算が適時に投入されなかったことにより、C/P 職員の活動が制限され、フ

ォローアップ体制の構築が十分に進んでいない。プロジェクト後半の中心的な活動は、HB、

BM の地方部で行われており、現地での活動に DGPER から人員を派遣することについは、

財務面での制約により限定的であった。また、中間レビュー時に指摘のあった、モニタリン

グ・フォローアップの強化についても、予算不足の課題から ZAT/UAT を巻き込んだ活動を

することができておらず、課題が残ったままである。また、C/P の本来業務とプロジェクト

活動の内容にギャップが存在しており、中央レベルにおいては、ほとんど活動に参加してい

ない C/P も少なからずいた。 

 

（3）類似プロジェクトとの連携 

種子生産マニュアルの策定において、2008～2012 年に JICA が実施した技術協力「優良種

子普及計画プロジェクト」で作成されたマニュアルを活用している。また、ブルキナファソ

の農業分野で支援を行っている GIZ とは教材の活用やイベントの共催で連携をした実績があ

る。IFAD、LWR、国際金融公社（International Finance Corporation：IFC）といった、ゴマ分

野で支援を実施中、もしくは今後の実施を計画している他の開発パートナーとの連携は現時

点では行われていない。 

 

  



－27－ 

４－４ インパクト：「中程度」 

上位目標達成に向けた基盤は構築されたものの、プロジェクト終了後のフォローアップの仕組

みが整備されておらず、達成に向けては課題が残る。一方、プロジェクトが選定した品種が国家

認定されれば、ECOWAS 諸国でも登録品種として承認されることから、プロジェクトのインパク

トは大きくなる。また、対象農家の生活改善においてもポジティブな波及効果がみられた。 

 

（1）上位目標の達成見込み 

プロジェクト目標の達成を通じて、上位目標達成に向けた基盤が構築された。本プロジェ

クトによる農民間普及のアプローチは公的機関の支援がなくとも、農民から農民への技術移

転が期待されるものである。一方で、プロジェクト終了後数年以内に対象 2 州全域に移転さ

れた技術を普及させ、ゴマ農家の平均収量を向上させるためには、継続的な普及活動の実施

が必要である。どのような体制でプロジェクト成果の普及を推進していくかが、現時点で不

透明であり、上位目標達成に向けて課題が残る。 

 

（2）プロジェクト目標と上位目標の因果関係 

プロジェクト目標と上位目標の因果関係はおおむね適切である。本プロジェクトの目標は

プロジェクトで選定した中核農家の生産性と収入を改善することであり、上位目標は、それ

ら中核農家が地域内の技術普及を行うことで、対象 2 州全体のゴマの生産性を向上させるこ

とである。上位目標達成に向けては、中核農家による農民間普及の着実な実施がカギとなる

ため、プロジェクトでは、中核農家に対して認証種子の生産、販売による経済的なインセン

ティブを与えることで、自主的な普及を行えるよう計画している。 

 

（3）その他のインパクト 

新たに選定した 3 種の品種がブルキナファソ国内で国家品種登録されれば、ECOWAS 諸国

においても登録品種として承認されることから、そのインパクトは大きい。これらの品種が

普及することで、対象地域内外の広域で、ゴマの生産性の向上が期待できる。また、中核農

家は、ゴマ栽培面積を拡大（2016 年度 128％、2017 年度 244％、2018 年度 199％）している

ことがわかっており、ゴマ栽培を通じた生計向上が期待できる。 

 

４－５ 持続性：「やや高い」 

政策面、技術面においては、プロジェクト終了後の持続性を大きく阻害する要因はみられない。

一方で、中間レビュー時から引き続き、組織面、財政面においては解決すべき課題がみられた。 

 

（1）政策面 

2018 年からゴマ戦略文書の策定が行われており、ゴマ重視のトレンドが今後も続くとみら

れる。C/P である DGPER は、農業分野の成長に向けた政策立案、実施を所掌しており、プロ

ジェクトの成果を踏まえた戦略の策定が期待される。ゴマ分野は PNDES（2016-2020）、並び

に PNSR II（2016-2020）においても成長のための重要分野とされており、本プロジェクトの

アプローチの成果が認識されれば、政策的な支援は継続されると予測される。また、ゴマ輸

出に関する Cahier des Charges（仕様書）の整備のほかに、生産分野の Cahier des Charges 策定
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の動きがあることから、政策面での持続性は高いと考えられる。 

 

（2）組織面 

DRAAH は高いオーナーシップをもって活動に参加しており、研修実施に係るノウハウは

DRAAH のフォーカルポイントに移転されている。プロジェクトの 終段階である 2019 年に

は、本プロジェクトで実施している中核農家研修を通じた一般農家への技術普及手法を BM

と HB に定着させていくことを目的に、ブルキナファソ側関係者がゴマ栽培研修を主体的に

実施していくための技術移転が進められている。また、こうした、研修の計画・運営の一連

のプロセスを通じた技術移転は、DGPER のフォーカルポイントに対しても行われているが、

本来普及を担当する政府機関は DGPV であることから、C/P に移転された技術が今後どのよ

うに活用されるかが明確ではない。 

 

（3）財政面 

財政面に関しては、中心的な C/P である DGPER の担当業務が流通、収穫後処理、国内消

費といった業務であるなかで、プロジェクト終了後にも普及研修に十分な予算を配賦できる

可能性は低いと考えられる。また、DRAAH、DGPV、INERA といった他の C/P においても

活動終了後の予算配賦の見通しは立っておらず、ブルキナファソ側の C/P 予算が不十分かつ

適時の予算執行が困難な状況は、今後も続くと予測される。そのため、財政面での課題につ

いては、LRW、IFAD、IFC 等の他ドナー、プロジェクトとの連携を通じて、継続的にプロジ

ェクトの成果を活用できる体制の構築が必要とされている。 

 

（4）技術面 

技術面での持続性については、中核農家に移転された技術は簡易なものが中心であり、現

地調査においても十分に活用されていることが確認された。FFS/FBS は農家から農家に技術

が伝わることを主軸にした普及の仕組みであり、FFS による農民間普及のアプローチは相互

扶助や共同作業に対する意識の高いブルキナファソの社会環境に合致している。また、各種

マニュアル等の成果品は、プロジェクト終了後の現場での技術普及に大きく貢献できるもの

である。したがって、農民に普及した技術は今後も活用される可能性が高い。 

しかしながら、フォローアップの仕組みが適切に構築されなければ、技術の定着がなされ

ず、誤った技術が普及してしまう恐れもあることから、プロジェクト終了後にも定期的なフ

ォローアップを継続していく必要がある。 

 

４－６ 結論 

評価 5 項目の評価結果では、プロジェクトの妥当性は「やや高い」と評価した。プロジェクト

のアプローチは、農業セクターを経済成長の柱とするブルキナファソの国家政策や日本の援助政

策と合致しており、換金作物であるゴマの生産性の向上は関係者のニーズとも整合している。一

方で、プロジェクトの実施体制においては課題が見受けられた。有効性については「高い」と判

断した。PDM で設定された 2 つの指標は達成される見込みが高く、プロジェクト目標と各成果の

因果関係についても問題はみられない。効率性については「中程度」と評価した。日本側投入は

計画どおりに実施されているものの、ブルキナファソ側ローカルコストの予算の支出額、支出時
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期に課題があり、C/P 職員の積極的なプロジェクトへの関与が制限された。インパクトについて

も、「中程度」と評価する。上位目標達成に向けての基礎は構築されているが、指標達成に向けて

は課題が残る。プロジェクトの持続性については、「やや高い」と判断した。政策面、技術面での

持続性は確保されている一方で、財政面、組織面において、課題がみられる。 
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第５章 提言・教訓 
 

５－１ プロジェクトチームへの提言 

（1）プロジェクトの引継ぎ 

プロジェクト終了後の持続性確保に向け、プロジェクト実施主体を日本側からブルキナフ

ァソ側に移行させることを提言する。 

 

（2）他の開発パートナーとの情報共有と今後の連携に向けた協議 

ブルキナファソのゴマ分野では、IFAD、LWR、IFC などの他ドナーが支援を実施している。

持続性の観点から、本プロジェクトの成果を継続的に活用していく主体として、これらの機

関との情報共有を行い、今後の連携に向けた取り組みを行うことを提言する。 

 

（3）中核農家を増やすメカニズムの確立 

本プロジェクトの支援の下で、ゴマの生産性・収入を向上させた中核農家が多くいる。こ

れらの農家の実際の成果を優良事例として、農民間で共有するためのメカニズム（仕組み）

を構築することを提言する。 

 

５－２ ブルキナファソ側への提言 

（1）C/P の予算の確保 

R/D 記載のローカルコスト負担の遵守、及びプロジェクト終了後の継続的な成果の活用に

向け、 大限の取り組みを行うことを提言する。プロジェクト後半では、財源不足と、予算

支出時期の遅れにより、一部の C/P のプロジェクト活動への参加が限定的であった。栽培時

期に合わせて適切な活動が実施できるよう、DGPER に適切な時期に予算配賦が行われること

が望ましい。 

 

（2）モニタリング体制の整備 

中核農家に移転した技術を、地域に定着させ、継続的に活用していくためには、適切なモ

ニタリングの仕組みが重要となる。農業普及員である ZAT/UAT は、日常的に農民に対する

技術的サポートを行っていることから、ZAT/UAT と連携したモニタリング体制の構築を提言

する。 

 

（3）研修実施後、2～3 年後のフォローアップ研修の検討普及員の業務環境整備 

エンドライン調査の中間取りまとめ結果では、研修受講後 2 年目以降に収量が減少すると

いう結果になった。諸条件により毎年の生産量の増減はあるものの、研修の成果は年を追う

ごとに薄まっていくものと予想される。そのため、研修後 2～3 年後に、フォローアップ研修

を実施し、移転した技術を確実に地域に定着させることが望ましい。 

 

（4）適切な農薬管理 

ゴマはブルキナファソにとって有望な商品作物であり、国際取引を行ううえで残留農薬に

対する理解を深める必要がある。本プロジェクトの関係者向けの研修でも農薬管理について
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指導を行っているが、プロジェクト終了後も残留農薬の検査違反とならないよう、適切な農

薬管理を行うことが必要である。 

 

（5）原種確保に向けた研究支援 

ゴマの原種生産に向けて研究機関の果たす役割は大きく、ゴマ生産の持続性の観点からも

奨励品種を含む原種の生産・普及に向けた予算的な支援が必要である。 

 

５－３ 日本側への提言 

（1）プロジェクト期間の延長 

本プロジェクトはゴマ栽培時期（7～11 月末）の途中である 9 月で終了を予定している。

栽培時期をすべてカバーする FFS の実施、中核農家の数を増やす観点からもプロジェクト期

間の延長を提案する。 

 

５－４ 教訓 

（1）関係機関（者）の適切な関与 

農民への継続的な技術支援、モニタリングのために ZAT/UAT を含む関係機関の適切な関

与が必要である。 

 

（2）農民間普及の有効性 

地域の中核農家を軸とした農民間普及であるため、周囲の一般農家に対して、言語の壁や

移動手段といった障壁がなく、有効なアプローチとなっている。 

 

（3）ゴマのバリューチェーン強化 

生産サイドだけではなく、出口戦略（集荷、販売、トレード等）も含めて強化することで、

ゴマバリューチェーン全体での付加価値化が期待できる。 

 

（4）継続的なモニタリング 

終了時評価調査を実施するにあたり、プロジェクト目標の指標が収集できておらず、派遣

時期を延期した。日頃からのモニタリングを通じて、成果を確認しておく必要があり、モニ

タリングが遅延するようなことがあれば、関係者間においてその原因解明及び対策を講じる

べきである。 

 

（5）C/P の適切な関与 

本プロジェクトはゴマの種子生産から子実生産、販売・マーケティングまでのすべてを網

羅するため、メインの C/P 機関を DGPER としていた。他方、プロジェクト活動を進めるに

つれ、活動のスコープが栽培技術に特化した際には、協力機関である DGPV からの関与がみ

られるなど、プロジェクト活動の進捗に応じた実施機関の協力が得られ、成果発現にも寄与

した。 
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１．ミニッツ及び合同評価レポート（英文） 
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３．調査日程

Burkina Faso
(Mr. Traore and Mr.Bationo)

Japan
(Mr.Okano)

1 10-Mar Sun Japan 23:50 Dep. Haneda AF293 via paris

2 11-Mar Mon Ouagadougou 17:55 Arri. Ouagadougou（AF914）

3 12-Mar Tue Ouagadougou

4 13-Mar Wed Ouagadougou

5 14-Mar Thu Ouagadougou

6 15-Mar Fri Ouagadougou⇒Dedougou

7 16-Mar Sat
Dedougou⇒Mouhoun⇒
Dedougou

8 17-Mar Sun Dedougou

9 18-Mar Mon Dedougou⇒Balé⇒Dedougou

10 19-Mar Tue Dedougou⇒Bobo-Dioulasso

11 20-Mar Wed Bobo-Dioulasso

12 21-Mar Thu Bobo-Dioulasso⇒Houet⇒
Bobo-Dioulasso

13 22-Mar Fri Bobo-Dioulasso⇒Tuy⇒Bobo-
Dioulasso

14 23-Mar Sat Bobo-Dioulasso
⇒Ouagadougou

15 24-Mar Sun Ouagadougou

15:00 ～15:30 0 Report to JICA Burkina Faso office
19:40 Dep Ouagadougou via Paris (AF914)

17 26-Mar Tue Paris 06：10　Arri. Paris
16：05　Dep. Paris（AF272）

18 27-Mar Wed Japan 12：05　Arri. Naneda

  9:10～10:30　Interview with Core farmers in Makognadougou
10:50～12:00　Interview with Core farmers in Koumbia

Move

Documentation

  9:15～10:40　Debriefing Director General ,DGPER
11:45～12:45　Interview with INTERSEB
14:00～14:35　Interview with VELEGDA

16 25-Mar Mon Ouagadougou

  9:15～10:40　Interview with Core farmers in Satiri
12:20～13:30　Interview with Core farmers inBare

10:00～11:20　Interview with GIZ PDA
14:00～15:25　Interview with IFAD

  9:45～11:00　Interview with Director, DGPER/DPEFA
11:30～13:00　Interview with FP, DGPER
15:20～15:35　Courtesy call Director General, DGPV
15:35～16:55　Interview with DGPV

10:00～11:15　Interview with IFC
15:55～17:10　Interview with INERA

  8:00～  8:20　Courtesy call Secretary General, MAAH
15:05～17:00　Interview with FP and Trainers, DRAAH BM

  8:40～  9:00　Interview with Wholesaler / Collector in Dedougou
10:35～11:45　Interview with Core farmers in Kera
12:45～13:45　Interview with Core farmers in Massala

Documentation

  8:10～  8:30　Interview with Dirrector, DRAAH BM
10:45～11:55　Interview with Core farmers in Oullo
12:55～13:45　Interview with Core farmers in Boromo
14:45～15:15　Interview with ZAT in Boromo

12:55～14:15　Interview with FP, DRAAH HB
14:40～15:00　Interview with Director, DPAAH of Houet province

  8:20～10:20　Interview with Trainers, DRAAH HB
10:50～11:40　Interview with Sesame Trader in Bobo Dioulasso
16:50～18:00　Interview with ZAT (Koumbia Commune, Lena Commune)

Survey schedule
Terminal Evaluation mission on PRPS in Burkina Faso

Joint terminal evaluation team
PlaceDayDate

No. of
Days
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日日ににちち 曜曜日日 場場所所
総総括括/団団長長

（（野野口口　　伸伸一一））
協協力力企企画画

（（阿阿部部　　剛剛））
宿宿泊泊地地

1 9-Jun Sun Japon 22:55　羽田発パリ経由(AF293） Avion

2 10-Jun Mon Ouagadougou
04:35　パリ着（AF293）
15:40　パリ発（AF914）
19:15　ワガドゥグ着

Ouagadougou

3 11-Jun Tue Ouagadougou
11:00-12:00　プロジェクトチームとの打合せ
13:30-14:00　健康・安全ブリーフ＠JICA事務所
14:00-15:00　調査団からの説明＆意見交換（小林所長・笹部所員)

Ouagadougou

4 12-Jun Wed Ouagadougou
①ブルキナ側評価団と合流（評価レポート案の共有）
②農業フィリエール経済監視、振興局（DPEFA）表敬
③DGPVのFPとの面談

Ouagadougou

5 13-Jun Thu Ouagadougou
①JICAブルキナファソ事務所との面談
②SATREPSメンバーとの面談
③資料整理

Ouagadougou

6 14-Jun Fri Ouagadougou
⇒Dedougou 22:55　羽田発パリ経由(AF293）

①BM州局長表敬
②BM州農業・水利局（FP及び研修講師含む)との面談
③集荷業者へのヒアリング（デドゥグ

Dedougou

7 15-Jun Sat
Dedougou

⇒
Ouagadougou

04:35　パリ着（AF293）
15:40　パリ発（AF914）
19:15　ワガドゥグ着

①中核農家圃場視察（ムフン県ヤオ村）
評価報告書検討、評価報告書ドラフト1作成

Ouagadougou

8 16-Jun Sun Ouagadougou Ouagadougou

9 17-Jun Mon Ouagadougou Ouagadougou

10 18-Jun Tue Ouagadougou Ouagadougou

11 19-Jun Wed Ouagadougou Ouagadougou

12 20-Jun Thu Ouagadougou Ouagadougou

13 21-Jun Fri

14 22-Jun Sat

ドラフト（仏語版）をドラフト1をブルキナ評価団に提示
①JICA事務所との打合せ
②DGPER表敬
③SG表敬
④日-ブルキナ評価団協議

Terminal Evaluation mission on PRPS in Burkina Faso
Survey schedule

評価報告書作成
ドラフトの仏語翻訳開始

①DGPER表敬、説明
④日-ブルキナ評価団協議

大使館報告
IFAD面談
深井アドバイザーとの面談
報告書最終化

合同評価結果報告会
21:00　ワガドゥグ発（AF914）

08:30　パリ着（AF584）
13:30　パリ発（AF276）

08:25　成田着
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p
o
r
t
s
 
o
f
 
c
r
a
s
h
i
n
g
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
 
(
x
x
 
t
o
 
x
x
 
t
o
n
s
)

・
E
x
p
o
r
t
s
 
o
f
 
e
d
i
b
l
e
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
 
(
x
x
 
t
o
 
x
x
 
t
o
n
s
)

A
v
e
r
a
g
e
 
y
i
e
l
d
 
p
r
o
d
u
c
e
d
 
b
y
 
f
a
r
m
e
r
s
 
i
n
 
t
a
r
g
e
t
 
a
r
e
a
 
i
n
c
r
e
a
s
e

m
o
r
e
 
t
h
a
n
 
2
0
%

・
S
e
s
a
m
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
i
n
 
t
a
r
g
e
t
 
a
r
e
a
 
i
n
c
r
e
a
s
e
 
m
o
r
e
 
t
h
a
n
 
2
0
%
.

・
A
v
e
r
a
g
e
 
y
i
e
l
d
 
p
r
o
d
u
c
e
d
 
b
y
 
f
a
r
m
e
r
s
 
i
n
 
t
a
r
g
e
t
 
a
r
e
a
 
i
n
c
r
e
a
s
e

m
o
r
e
 
t
h
a
n
 
2
0
%
.

・
A
v
e
r
a
g
e
 
f
i
e
l
d
 
b
y
 
f
a
r
m
e
r
s
 
i
n
 
t
a
r
g
e
t
 
a
r
e
a
 
i
n
c
r
e
a
s
e
 
m
o
r
e

t
h
a
n
 
X
X
 
%
.

指
標

の
入

手
手

段
・

N
a
t
i
o
n
a
l
 
S
t
a
t
i
s
t
i
c
s
 
(
S
t
a
r
t
 
a
n
d
 
E
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
P
r
o
j
e
c
t
)

・
N
a
t
i
o
n
a
l
 
S
t
a
t
i
s
t
i
c
s
 
(
S
t
a
r
t
 
a
n
d
 
E
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
P
r
o
j
e
c
t
)

・
N
a
t
i
o
n
a
l
 
S
t
a
t
i
s
t
i
c
s
 
(
S
t
a
r
t
 
a
n
d
 
E
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
P
r
o
j
e
c
t
)

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目

標
I
m
p
r
o
v
e
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
y
 
a
n
d
 
i
n
c
o
m
e
 
o
f
 
t
a
r
g
e
t
 
s
e
s
a
m
e

f
a
r
m
e
r
s

文
言
に
変
更
な
し
。

T
ar
ge
t農

家
は
あ
く
ま
で
も
種
子
生
産
農
家
の
み
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目

標
の

指
標

・
H
o
u
s
e
h
o
l
d
 
i
n
c
o
m
e
 
p
e
r
 
f
a
r
m
e
r
 
b
y
 
c
u
l
t
i
v
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e

c
r
a
s
h
i
n
g
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
.
 
(
x
x
 
F
C
F
A
/
y
e
a
r
 
t
o
 
x
x
 
F
C
F
A
/
y
e
a
r
)

・
H
o
u
s
e
h
o
l
d
 
i
n
c
o
m
e
 
p
e
r
 
f
a
r
m
e
r
 
b
y
 
c
u
l
t
i
v
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
d
i
b
l
e

s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
.
 
(
x
x
 
F
C
F
A
/
y
e
a
r
 
t
o
 
x
x
 
F
C
F
A
/
y
e
a
r
)

・
P
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
y
 
b
y
 
c
u
l
t
i
v
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
c
r
a
s
h
i
n
g
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
.

(
x
x
 
k
g
/
h
a
 
t
o
 
x
x
 
k
g
/
h
a
)

・
P
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
y
 
p
e
r
 
f
a
r
m
e
r
 
b
y
 
c
u
l
t
i
v
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
d
i
b
l
e

s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
.
 
(
x
x
 
k
g
/
h
a
 
t
o
 
x
x
 
k
g
/
h
a
)

・
M
o
r
e
 
t
h
a
n
 
7
0
%
 
o
f
 
t
a
r
g
e
t
 
f
a
r
m
e
r
s
 
i
n
c
r
e
a
s
e
s
 
t
h
e
 
i
n
c
o
m
e
 
b
y

s
e
s
a
m
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n

・
A
v
e
r
a
g
e
 
Y
i
e
l
d
 
p
e
r
 
h
e
c
t
a
r
e
 
p
r
o
d
u
c
e
d
 
b
y
 
t
a
r
g
e
t
 
f
a
r
m
e
r
s

i
n
c
r
e
a
s
e
 
m
o
r
e
 
t
h
a
n
 
2
0
%

・
ゴ
マ
単
収
だ
け
で
な
く
、
ゴ
マ
栽
培
に
よ
る
収
益
も
併
せ
て
確
認
す
る
。

※
年
に
よ
っ
て
、
天
候
・
ゴ
マ
国
際
価
格
等
の
外
的
要
因
に
よ
り
収
量
、
収
益
と
も
に
想

定
通
り
増
加
し
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
た
め
。

・
7 7
00
%%
：：
適適

切切
かか

どど
うう
かか

はは
不不

透透
明明

。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目

標
指

標
の

入
手

手
段

・
F
a
r
m
e
r
 
s
u
r
v
e
y
 
(
B
a
s
e
l
i
n
e
 
a
n
d
 
F
i
n
a
l
)

・
D
i
t
t
o

・
D
i
t
t
o

・
D
i
t
t
o

・
F
a
r
m
e
r
 
s
u
r
v
e
y
 
(
F
i
n
a
l
)

・
F
a
r
m
e
r
 
s
u
r
v
e
y
 
(
B
a
s
e
l
i
n
e
 
a
n
d
 
F
i
n
a
l
)

成
果

1
I
m
p
r
o
v
e
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
y
 
o
f
 
c
r
a
s
h
i
n
g
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d

D
e
v
e
l
o
p
 
a
n
d
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d

k
n
o
w
l
e
d
g
e

技
術
普
及
体
制
の
整
備
と
実
際
の
普
及

・

・
P
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
y
 
p
e
r
 
f
a
r
m
e
r
 
b
y
 
c
u
l
t
i
v
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
c
r
a
s
h
i
n
g

s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
.
 
(
x
x
 
k
g
/
h
a
 
t
o
 
x
x
 
k
g
/
h
a
)

・
I
n
d
i
c
a
t
o
r
 
o
n
 
t
h
e
 
n
u
m
b
e
r
 
o
f
 
b
e
n
e
f
i
c
i
a
r
i
e
s
 
i
s
 
u
n
d
e
r

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
.

・
N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
t
r
a
i
n
i
n
g
s
 
c
o
n
d
u
c
t
e
d
 
f
o
r
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
o
f

c
u
l
t
i
v
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
(
x
x
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
)
 
a
n
d
 
t
h
e
 
n
u
m
b
e
r
 
o
f

p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
 
(
x
x
 
p
e
r
s
.
)
.

・
N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
o
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l

a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
s
y
s
t
e
m
 
f
o
r
 
p
r
o
d
u
c
e
r
s
 
(
x
x

f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
)
 
a
n
d
 
t
h
e
 
n
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
 
(
x
x
 
p
e
r
s
.
)
.

・
M
o
d
u
l
e
s
 
a
n
d
 
m
a
t
e
r
i
a
l
s
 
f
o
r
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
(
o
n
 
F
F
S
/
F
B
S
,
 
C
a
p
a
c
i
t
y

b
u
i
l
d
i
n
g
 
o
f
 
f
a
r
m
e
r
’

s
 
g
r
o
u
p
)
 
t
o
 
c
o
r
e
 
f
a
r
m
e
r
s
 
a
r
e
 
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d

・
M
o
r
e
 
t
h
a
n
 
1
8
0
 
c
o
r
e
 
f
a
r
m
e
r
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
d
 
i
n
 
t
r
a
i
n
i
n
g
s

・
M
o
r
e
 
t
h
a
n
 
9
0
%
 
o
f
 
f
a
r
m
e
r
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
d
 
i
n
 
F
F
S
/
F
B
S
 
a
d
o
p
t

m
o
r
e
 
t
h
a
n
 
o
n
e
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.

・
M
o
d
u
l
e
s
 
a
n
d
 
m
a
t
e
r
i
a
l
s
 
f
o
r
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
(
o
n
 
F
F
S
/
F
B
S
,
 
C
a
p
a
c
i
t
y

b
u
i
l
d
i
n
g
 
o
f
 
f
a
r
m
e
r
’

s
 
g
r
o
u
p
)
 
t
o
 
c
o
r
e
 
f
a
r
m
e
r
s
 
a
r
e
 
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d

・
M
o
r
e
 
t
h
a
n
 
1
8
0
 
f
a
r
m
e
r
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
d
 
i
n
 
t
r
a
i
n
i
n
g
s

・
M
o
r
e
 
t
h
a
n
 
9
0
%
 
o
f
 
f
a
r
m
e
r
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
d
 
i
n
 
F
F
S
/
F
B
S
 
a
d
o
p
t

m
o
r
e
 
t
h
a
n
 
o
n
e
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.

・
研
修
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
精
微
⇒
研
修
実
施
⇒
研
修
参
加
者
の
技
術
採
用
、
の
３
段
階
で

指
標
を
整
理
。

・
C
o
re
農
家
の
定
義
を
削
除
。
あ
く
ま
で
も
本
案
件
の
直
接
支
援
対
象
は
中
核
農
家
と

し
、
特
段
定
義
し
な
い
。

PD
M
修
正
箇
所
（
対
⽐
表
）

上 上
位位

目目
標標

にに
関関

すす
るる

修修
正正

ププ
ロロ

ジジ
ェェ

クク
トト

目目
標標

にに
関関

すす
るる

修修
正正

・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
支
援
対
象
農
家
が
中
核
農
家
の
み
で
あ
る
た
め
、
地
域
全
体
の
ゴ
マ

生
産

性
向

上
に
寄

与
す
る
こ
と
は

難
し
い
と
判

断
。

・
A
re
aで

は
な
く
、
よ
り
小
さ
な
行
政
単
位
（
例
：
コ
ミ
ュ
ー
ン
）
で
指
標
取
得
が
可
能
で
あ

れ
ば
、
指
標
を
再
設
定
す
る
。

⇒
事
務
所
：
統
計
デ
ー
タ
の
出
る
最
小
単
位
は
州
レ
ベ
ル

・
B
L
S
の
際
の
や
り
取
り
（
先
方
の
統
計
デ
ー
タ
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
の
B
L
S
で
は
、
単
収

に
大
き
な
差
が
出
た
こ
と
）
を
踏
ま
え
、
単
収
だ
け
で
評
価
す
る
の
は
不
適
と
判
断
。

・
単
収
に
対
す
る
保
険
指
標
と
し
て
、
生
産
量
も
し
く
は
生
産
面
積
を
用
い
る
。

ププ
ロロ

ジジ
ェェ

クク
トト

成成
果果

にに
関関

すす
るる

修修
正正

1
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添
付
資
料
５
：
PD
M
変
更
内
容

成
果

１
指

標
の

入
手

手
段

・
F
a
r
m
e
r
 
s
u
r
v
e
y
 
(
B
a
s
e
l
i
n
e
 
a
n
d
 
F
i
n
a
l
)

・
D
i
t
t
o

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

・
D
i
t
t
o

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

・
F
a
r
m
e
r
 
s
u
r
v
e
y
 
(
F
i
n
a
l
)
 
e
t
c
.

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

・
F
a
r
m
e
r
 
s
u
r
v
e
y
 
(
F
i
n
a
l
)
 
e
t
c
.

成
果

１
の

活
動

1
-
1
 
 
V
e
r
i
f
y
 
t
h
e
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
 
o
f
 
v
a
r
i
e
t
i
e
s
 
o
f
 
c
r
a
s
h
i
n
g
 
s
e
s
a
m
e

s
e
e
d
;

1
-
2
 
M
a
k
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
t
e
s
t
s
 
t
o
 
i
m
p
r
o
v
e
 
t
h
e
 
y
i
e
l
d
 
o
f
 
c
r
a
s
h
i
n
g

s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
 
(
s
e
e
d
i
n
g
 
t
i
m
e
,
 
f
e
r
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
,
 
e
t
c
.
)
;

1
-
3
 
O
r
g
a
n
i
z
e
 
a
n
d
 
m
o
n
i
t
o
r
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
t
o
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
e
 
t
h
e

a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
c
r
a
s
h
i
n
g
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d

; 1
-
4
 
 
S
t
u
d
y
 
a
n
d
 
p
r
o
p
o
s
e
 
h
o
w
 
t
o
 
m
a
n
a
g
e
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d

i
m
p
r
o
v
e
 
f
a
r
m
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
f
o
r
 
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
y
 
o
f

c
r
a
s
h
i
n
g
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
 
a
n
d
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
i
n
c
o
m
e
 
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f

o
r
d
i
n
a
r
y
 
f
a
r
m
e
r
s
 
(
c
o
n
t
r
a
c
t
 
f
a
r
m
i
n
g
,
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
o
f

o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
,
 
e
t
c
.
)
;

1
-
5
 
O
r
g
a
n
i
z
e
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
f
o
r
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l

a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
o
f
 
f
a
r
m
e
r
s
 
a
n
d
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
s
y
s
t
e
m
 
(
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l

m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
f
u
n
d
s
,
 
e
t
c
.
)
.

1
-
1
 
V
e
r
i
f
y
 
t
h
e
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
 
o
f
 
v
a
r
i
e
t
i
e
s
 
o
f
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
;

1
-
2
 
M
a
k
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
t
e
s
t
s
 
t
o
 
i
m
p
r
o
v
e
 
t
h
e
 
y
i
e
l
d
 
o
f
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d

(
s
e
e
d
i
n
g
 
t
i
m
e
,
 
f
e
r
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
,
 
e
t
c
.
)
;

1
-
3
 
O
r
g
a
n
i
z
e
 
a
n
d
 
m
o
n
i
t
o
r
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
t
o
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
e
 
t
h
e

a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
 
;

1
-
4
 
S
t
u
d
y
 
a
n
d
 
p
r
o
p
o
s
e
 
h
o
w
 
t
o
 
m
a
n
a
g
e
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d

i
m
p
r
o
v
e
 
f
a
r
m
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
f
o
r
 
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
y
 
o
f

s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
 
a
n
d
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
i
n
c
o
m
e
 
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
o
r
d
i
n
a
r
y

f
a
r
m
e
r
s
 
(
c
o
n
t
r
a
c
t
 
f
a
r
m
i
n
g
,
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
o
f
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
,

e
t
c
.
)
;

1
-
1
 
V
e
r
i
f
y
 
t
h
e
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
 
o
f
 
v
a
r
i
e
t
i
e
s
 
o
f
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
;

1
-
2
 
M
a
k
e
 
v
a
r
i
o
u
s
 
t
e
s
t
s
 
t
o
 
i
m
p
r
o
v
e
 
t
h
e
 
y
i
e
l
d
 
o
f
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d

(
s
e
e
d
i
n
g
 
t
i
m
e
,
 
f
e
r
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
,
 
e
t
c
.
)
;

1
-
3
 
O
r
g
a
n
i
z
e
 
a
n
d
 
m
o
n
i
t
o
r
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
t
o
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
e
 
t
h
e

a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
 
;

1
-
4
 
S
t
u
d
y
 
a
n
d
 
p
r
o
p
o
s
e
 
h
o
w
 
t
o
 
m
a
n
a
g
e
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d

i
m
p
r
o
v
e
 
f
a
r
m
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
f
o
r
 
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
y
 
o
f

s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
 
a
n
d
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
i
n
c
o
m
e
 
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
f
a
r
m
e
r
s

(
c
o
n
t
r
a
c
t
 
f
a
r
m
i
n
g
,
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
o
f
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
,
 
e
t
c
.
)
;

活
動
の
対
象
は
あ
く
ま
で
も
中
核
農
家
ま
で
と
し
、
農
家
の
定
義
を
活
動
文
言
か
ら
削
除

成
果

２
I
n
t
r
o
d
u
c
e
 
a
n
d
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
s
y
s
t
e
m
 
o
f
 
e
d
i
b
l
e
 
s
e
s
a
m
e

s
e
e
d
.

S
e
l
e
c
t
 
n
e
w
 
v
a
r
i
e
t
i
e
s
 
o
f
 
s
e
s
a
m
e

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
施
で
き
る
の
は
有
望
品
種
の
選
抜
ま
で
（
品
集
登
録
ま
で
は
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
は
担
保
で
き
な
い
）

成
果

２
の

指
標

・
S
e
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
v
a
r
i
e
t
i
e
s
 
a
d
a
p
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.

・
A
p
p
r
o
v
a
l
 
o
f
 
n
e
w
 
v
a
r
i
e
t
i
e
s
 
b
y
 
I
N
E
R
A
.

・
I
n
d
i
c
a
t
o
r
 
o
n
 
t
h
e
 
n
u
m
b
e
r
 
o
f
 
b
e
n
e
f
i
c
i
a
r
i
e
s
 
i
s
 
u
n
d
e
r

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
.

・
N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
t
r
a
i
n
i
n
g
s
 
c
o
n
d
u
c
t
e
d
 
f
o
r
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
o
f

c
u
l
t
i
v
a
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
(
x
x
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
)
 
a
n
d
 
t
h
e
 
n
u
m
b
e
r
 
o
f

p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
 
(
x
x
 
p
e
r
s
.
)
.

・
N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
t
o
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l

a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
s
y
s
t
e
m
 
f
o
r
 
p
r
o
d
u
c
e
r
s
 
(
x
x

f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
)
 
a
n
d
 
t
h
e
 
n
u
m
b
e
r
 
o
f
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
 
(
x
x
 
p
e
r
s
.
)
.

・
M
o
r
e
 
t
h
a
n
 
o
n
e
 
n
e
w
 
v
a
r
i
e
t
y
 
i
s
 
s
e
l
e
c
t
e
d
 
f
o
r
 
s
e
e
d

r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n

・
T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
g
u
i
d
a
n
c
e
 
f
o
r
 
v
a
r
i
e
t
i
e
s
 
s
e
l
e
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
f
o
u
n
d
a
t
i
o
n

a
n
d
 
b
r
e
e
d
e
r
s
 
s
e
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
r
e
 
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d
.

品
種
選
抜
と
選
抜
さ
れ
た
品
種
に
係
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
確
立
ま
で
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
行

う
。

指
標

の
入

手
手

段

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

・
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
 
o
f
 
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
n
e
w
 
v
a
r
i
e
t
i
e
s
 
o
f
 
s
e
s
a
m
e

i
s
s
u
e
d
 
b
y
 
I
N
E
R
A

・
F
a
r
m
e
r
 
s
u
r
v
e
y
 
(
B
a
s
e
l
i
n
e
 
a
n
d
 
F
i
n
a
l
)

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

・
D
i
t
t
o

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

2
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添
付
資
料
５
：
PD
M
変
更
内
容

成
果

２
の

活
動

2
-
1
 
S
t
u
d
y
 
t
h
e
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
 
o
f
 
s
e
l
e
c
t
e
d
 
v
a
r
i
e
t
i
e
s
 
o
f
 
s
e
s
a
m
e
;

2
-
2
 
V
e
r
i
f
y
 
t
h
e
 
s
u
i
t
a
b
i
l
i
t
y
 
a
s
 
e
d
i
b
l
e
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
 
a
n
d
 
t
h
e

a
p
t
i
t
u
d
e
 
f
o
r
 
c
u
l
t
i
v
a
t
i
n
g
,
 
a
n
d
 
i
d
e
n
t
i
f
y
 
t
h
e
 
v
a
r
i
e
t
y
 
f
o
r

e
x
t
e
n
s
i
o
n
;

2
-
3
 
I
m
p
l
e
m
e
n
t
 
c
u
l
t
i
v
a
t
i
o
n
 
t
e
s
t
s
 
f
o
r
 
e
d
i
b
l
e
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
 
i
n

o
r
d
e
r
 
t
o
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
t
h
e
 
c
u
l
t
i
v
a
t
i
n
g
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
;

2
-
4
 
P
r
o
c
e
e
d
 
f
o
r
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
n
e
w
 
v
a
r
i
e
t
i
e
s
 
o
f

e
d
i
b
l
e
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
;

2
-
5
 
O
r
g
a
n
i
z
e
 
a
n
d
 
m
o
n
i
t
o
r
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
f
o
r
 
d
i
s
s
e
m
i
n
a
t
i
n
g
 
t
h
e

a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
e
d
i
b
l
e
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d

; 2
-
6
 
S
t
u
d
y
 
a
n
d
 
p
r
o
p
o
s
e
 
h
o
w
 
t
o
 
m
a
n
a
g
e
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d

i
m
p
r
o
v
e
 
f
a
r
m
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
f
o
r
 
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 
p
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
y
 
o
f

e
d
i
b
l
e
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
 
a
n
d
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
i
n
c
o
m
e
 
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
 
o
f

o
r
d
i
n
a
r
y
 
f
a
r
m
e
r
s
 
(
c
o
n
t
r
a
c
t
 
f
a
r
m
i
n
g
,
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g

o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
,
 
e
t
c
.
)
;

2
-
7
 
O
r
g
a
n
i
z
e
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
f
o
r
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l

a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
o
f
 
f
a
r
m
e
r
s
 
a
n
d
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
s
y
s
t
e
m
 
(
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l

m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 
a
c
c
e
s
s
 
t
o
 
f
u
n
d
s
,
 
e
t
c
.
)
;

2
-
1
 
S
t
u
d
y
 
t
h
e
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
 
o
f
 
s
e
l
e
c
t
e
d
 
v
a
r
i
e
t
i
e
s
 
o
f
 
s
e
s
a
m
e
;

2
-
2
 
V
e
r
i
f
y
 
t
h
e
 
s
u
i
t
a
b
i
l
i
t
y
 
a
s
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
 
a
n
d
 
t
h
e
 
a
p
t
i
t
u
d
e

f
o
r
 
c
u
l
t
i
v
a
t
i
n
g
,
 
a
n
d
 
i
d
e
n
t
i
f
y
 
t
h
e
 
v
a
r
i
e
t
y
 
f
o
r
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
;

2
-
3
 
I
m
p
l
e
m
e
n
t
 
c
u
l
t
i
v
a
t
i
o
n
 
t
e
s
t
s
 
f
o
r
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o

e
s
t
a
b
l
i
s
h
 
t
h
e
 
c
u
l
t
i
v
a
t
i
n
g
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
;

2
-
4
 
P
r
e
p
a
r
e
 
f
o
r
 
o
f
f
i
c
i
a
l
 
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
n
e
w
 
v
a
r
i
e
t
i
e
s
 
o
f

s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
;

成
果

３
D
e
v
e
l
o
p
 
t
h
e
 
s
y
s
t
e
m
 
f
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
o
f

s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
s
 
s
e
l
e
c
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
p
r
o
j
e
c
t
.

I
n
c
r
e
a
s
e
 
t
h
e
 
n
u
m
b
e
r
 
o
f
 
c
e
r
t
i
f
i
e
d
 
s
e
e
d
 
p
r
o
d
u
c
i
n
g
 
f
a
r
m
e
r
s
 
a
n
d

c
e
r
t
i
f
i
e
d
 
s
e
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.

上
述

の
と
お
り
、
C
o
re
農

家
の

定
義

を
削

除
。

成
果

３
の

指
標

・
V
o
l
u
m
e
 
o
f
 
s
e
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
s
e
l
e
c
t
e
d
 
c
r
a
s
h
i
n
g
 
s
e
s
a
m
e

s
e
e
d
 
(
x
x
 
k
g
 
→
x
x
 
k
g
)
.

・
M
i
x
i
n
g
 
r
a
t
i
o
 
o
f
 
t
h
e
 
g
r
a
i
n
 
o
f
 
a
 
d
i
f
f
e
r
e
n
t
 
c
o
l
o
r
 
i
n
 
t
h
e

s
e
e
d
s
 
o
f
 
e
d
i
b
l
e
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
 
(
x
x
 
%
 
t
o
 
x
x
 
%
)
.

・
V
o
l
u
m
e
 
o
f
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
s
e
e
d
 
o
f
 
s
e
l
e
c
t
e
d
 
e
d
i
b
l
e
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d

(
x
x
 
k
g
 
/
 
y
e
a
r
)
.

・
N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
f
a
r
m
e
r
s
 
t
o
 
p
r
o
d
u
c
e
 
s
e
e
d
 
o
f
 
e
d
i
b
l
e
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d

(
x
x
 
f
a
r
m
s
)
.
.

・
T
o
t
a
l
 
a
r
e
a
 
d
e
v
o
t
e
d
 
t
o
 
s
e
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
e
d
i
b
l
e
 
s
e
s
a
m
e

s
e
e
d
 
(
x
x
 
h
a
)
.

・
M
o
d
u
l
e
s
 
a
n
d
 
m
a
t
e
r
i
a
l
s
 
f
o
r
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
(
o
n
 
s
e
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
)

t
o
 
c
o
r
e
 
f
a
r
m
e
r
s
 
a
r
e
 
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d

・
M
o
r
e
 
t
h
a
n
 
1
8
0
 
c
o
r
e
 
f
a
r
m
e
r
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
d
 
i
n
 
t
r
a
i
n
i
n
g
s
.

・
A
t
 
l
e
a
s
t
 
o
n
e
 
s
e
e
d
 
p
r
o
d
u
c
i
n
g
 
f
a
r
m
e
r
 
i
s
 
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
 
i
n
 
m
o
r
e

t
h
a
n
 
h
a
l
f
 
o
f
 
t
a
r
g
e
t
 
g
r
o
u
p
.

・
M
o
r
e
 
t
h
a
n
 
X
X
 
h
a
 
a
r
e
a
 
o
f
 
c
e
r
t
i
f
i
e
d
 
s
e
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
e
r

y
e
a
r
 
o
n
 
a
v
e
r
a
g
e
 
b
y
 
t
a
r
g
e
t
 
s
e
e
d
 
p
r
o
d
u
c
e
r
s
 
i
s
 
d
e
c
l
a
r
e
d

・
M
o
d
u
l
e
s
 
a
n
d
 
m
a
t
e
r
i
a
l
s
 
f
o
r
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
(
o
n
 
s
e
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
)

t
o
 
c
o
r
e
 
f
a
r
m
e
r
s
 
a
r
e
 
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d

・
M
o
r
e
 
t
h
a
n
 
1
8
0
 
f
a
r
m
e
r
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
d
 
i
n
 
t
r
a
i
n
i
n
g
s
.

・
A
t
 
l
e
a
s
t
 
o
n
e
 
s
e
e
d
 
p
r
o
d
u
c
i
n
g
 
f
a
r
m
e
r
 
i
s
 
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
 
i
n
 
m
o
r
e

t
h
a
n
 
h
a
l
f
 
o
f
 
t
a
r
g
e
t
 
g
r
o
u
p
.

・
M
o
r
e
 
t
h
a
n
 
X
X
 
h
a
 
a
r
e
a
 
o
f
 
c
e
r
t
i
f
i
e
d
 
s
e
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
e
r

y
e
a
r
 
o
n
 
a
v
e
r
a
g
e
 
b
y
 
t
a
r
g
e
t
 
s
e
e
d
 
p
r
o
d
u
c
e
r
s
 
i
s
 
d
e
c
l
a
r
e
d

上
述

の
と
お
り
、
C
o
re
農

家
の

定
義

を
削

除
。

指
標

の
入

手
手

段

・
s
u
r
v
e
y
 
o
f
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
e
d
 
p
r
o
d
u
c
e
r
s
 
(
B
a
s
e
l
i
n
e
 
a
n
d
 
F
i
n
a
l
)

・
D
i
t
t
o

・
R
e
p
o
r
t
 
o
f
 
I
N
E
R
A

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t
 
(
c
h
r
o
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 
e
v
o
l
u
t
i
o
n
)

・
D
i
t
t
o

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

成
果

３
の

活
動

3
-
1
 
O
r
g
a
n
i
z
e
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
f
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f

f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
 
s
e
e
d
;

3
-
2
 
O
r
g
a
n
i
z
e
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
f
o
r
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
o
f

t
r
a
i
n
e
r
s
 
i
n
 
c
h
a
r
g
e
 
o
f
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
s
u
p
e
r
v
i
s
i
o
n
 
t
o
 
s
e
e
d

p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
f
a
r
m
e
r
s
;

3
-
3
 
O
r
g
a
n
i
z
e
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
f
o
r
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
o
f
 
s
e
e
d

p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
f
a
r
m
e
r
s
 
t
o
 
p
r
o
d
u
c
e
 
i
m
p
r
o
v
e
d
 
s
e
e
d
s
;

3
-
4
 
E
s
t
a
b
l
i
s
h
 
a
 
s
y
s
t
e
m
 
o
f
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
o
f

s
e
e
d
s
 
t
a
r
g
e
t
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
P
r
o
j
e
c
t
 
(
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
,
 
s
u
p
e
r
v
i
s
i
o
n
,

e
t
c
.
)
;

3
-
1
 
S
t
r
e
n
g
t
h
e
n
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
o
f
 
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
i
c
i
a
n
s
 
f
o
r

t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
 
s
e
e
d
;

3
-
2
 
S
t
r
e
n
g
t
h
e
n
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
o
f
 
t
r
a
i
n
e
r
s
 
i
n
 
c
h
a
r
g
e
 
o
f
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l

s
u
p
e
r
v
i
s
i
o
n
 
t
o
 
s
e
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
f
a
r
m
e
r
s
;

3
-
3
 
O
r
g
a
n
i
z
e
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
f
o
r
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
o
f
 
s
e
e
d

p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
f
a
r
m
e
r
s
 
t
o
 
p
r
o
d
u
c
e
 
i
m
p
r
o
v
e
d
 
s
e
e
d
s
;

3
-
4
 
M
o
n
i
t
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
o
f
 
c
e
r
t
i
f
i
e
d
 
s
e
e
d

p
r
o
d
u
c
e
d
 
b
y
 
c
o
r
e
 
f
a
r
m
e
r
s

3
-
1
 
S
t
r
e
n
g
t
h
e
n
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
o
f
 
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
i
c
i
a
n
s
 
f
o
r

t
h
e
 
p
r
o
p
e
r
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
f
 
f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
 
s
e
e
d
;

3
-
2
 
S
t
r
e
n
g
t
h
e
n
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
o
f
 
t
r
a
i
n
e
r
s
 
i
n
 
c
h
a
r
g
e
 
o
f
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l

s
u
p
e
r
v
i
s
i
o
n
 
t
o
 
s
e
e
d
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
f
a
r
m
e
r
s
;

3
-
3
 
O
r
g
a
n
i
z
e
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
f
o
r
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
o
f
 
s
e
e
d

p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
f
a
r
m
e
r
s
 
t
o
 
p
r
o
d
u
c
e
 
i
m
p
r
o
v
e
d
 
s
e
e
d
s
;

3
-
4
 
M
o
n
i
t
o
r
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
o
f
 
c
e
r
t
i
f
i
e
d
 
s
e
e
d

p
r
o
d
u
c
e
d
 
b
y
 
t
a
r
g
e
t
 
f
a
r
m
e
r
s

上
述

の
と
お
り
、
C
o
re
農

家
の

定
義

を
削

除
。

3
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付
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PD
M

変
更

内
容

成
果

４
R
e
i
n
f
o
r
c
e
 
t
h
e
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
o
f
 
s
t
a
k
e
h
o
l
d
e
r
s
 
i
n
 
t
h
e

s
e
s
a
m
e
 
s
e
c
t
o
r
.

成
果

４
の

指
標

・
B
u
i
l
d
 
a
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
t
o
 
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
r
k
e
t

t
r
e
n
d
 
o
f
 
s
e
s
a
m
e
.

・
N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
c
o
n
d
u
c
t
e
d
 
o
n
 
t
h
e
 
q
u
a
l
i
t
y
 
c
o
n
t
r
o
l
 
(
x
x

f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
)
.

・
I
n
d
i
c
a
t
o
r
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
s
e
s
a
m
e

i
n
t
e
r
-
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
 
i
s
 
u
n
d
e
r
 
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
.

・
T
h
e
 
n
u
m
b
e
r
 
o
f
 
e
m
i
s
s
i
o
n
s
 
o
f
 
s
e
s
a
m
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
(
x
x
 
t
i
m
e
s
)
.

・
t
r
a
i
n
i
n
g
 
m
a
t
e
r
i
a
l
s
 
o
n
 
s
e
s
a
m
e
 
q
u
a
l
i
t
y
 
c
o
n
t
r
o
l
 
a
r
e

f
o
r
m
u
l
a
t
e
d
.

・
m
o
r
e
 
t
h
a
n
 
x
x
 
t
r
a
i
n
i
n
g
/
 
s
e
s
s
i
o
n
/
 
w
o
r
k
s
h
o
p
 
t
o
 
s
t
a
k
e
h
o
l
d
e
r
s

i
n
 
s
e
s
a
m
e
 
s
e
c
t
o
r
 
o
n
 
t
h
e
 
q
u
a
l
i
t
y
 
c
o
n
t
r
o
l
 
i
s
 
c
o
n
d
u
c
t
e
d
.

・
m
o
r
e
 
t
h
a
n
 
o
n
e
 
o
f
 
t
h
e
 
A
N
A
C
E
S
-
B
 
m
e
m
b
e
r
 
h
a
s
 
d
i
r
e
c
t
 
c
o
n
t
r
a
c
t

w
i
t
h
 
J
a
p
a
n
e
s
e
 
i
m
p
o
r
t
e
r
.

指
標

の
入

手
手

段

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

・
D
i
t
t
o

・
D
i
t
t
o

・
D
i
t
t
o

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

・
P
r
o
j
e
c
t
 
R
e
p
o
r
t

成
果

４
の

活
動

4
-
1
 
S
t
r
e
n
g
t
h
e
n
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
f
o
r
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
r
k
e
t
s

(
n
e
e
d
s
 
s
u
r
v
e
y
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
r
k
e
t
,
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
i
n

i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
d
e
 
f
a
i
r
s
,
 
r
e
v
i
e
w
 
o
f
 
m
e
t
h
o
d
s
 
f
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n

e
s
t
i
m
a
t
e
,
 
e
t
c
.
)
;

4
-
2
 
O
r
g
a
n
i
z
e
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
f
o
r
 
q
u
a
l
i
t
y
 
c
o
n
t
r
o
l
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
m
a
r
k
e
t

n
e
e
d
s
 
(
i
m
p
u
r
i
t
y
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
,
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
p
e
s
t
i
c
i
d
e

u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
,
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
o
f
 
c
o
n
t
r
o
l
 
s
y
s
t
e
m
,
 
t
r
a
c
e
a
b
i
l
i
t
y
,

e
t
c
.
)
;

4
-
3
 
S
t
r
e
n
g
t
h
e
n
 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
s
e
s
a
m
e
 
v
a
l
u
e
 
c
h
a
i
n
 
a
n
d

r
e
i
n
f
o
r
c
e
 
t
h
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
s
e
s
a
m
e

i
n
d
u
s
t
r
y

4
-
4
 
P
r
o
m
o
t
e
 
t
h
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
h
a
r
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,

d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
s

4
-
1
 
S
t
r
e
n
g
t
h
e
n
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
f
o
r
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
r
k
e
t
s

(
n
e
e
d
s
 
s
u
r
v
e
y
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
r
k
e
t
,
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
i
n

i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
d
e
 
f
a
i
r
s
,
 
r
e
v
i
e
w
 
o
f
 
m
e
t
h
o
d
s
 
f
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n

e
s
t
i
m
a
t
e
,
 
e
t
c
.
)
;

4
-
2
 
O
r
g
a
n
i
z
e
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
f
o
r
 
q
u
a
l
i
t
y
 
c
o
n
t
r
o
l
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
m
a
r
k
e
t

n
e
e
d
s
 
(
i
m
p
u
r
i
t
y
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
,
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
p
e
s
t
i
c
i
d
e

u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
,
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
o
f
 
c
o
n
t
r
o
l
 
s
y
s
t
e
m
,
 
t
r
a
c
e
a
b
i
l
i
t
y
,

e
t
c
.
)
;

4
-
3
 
P
r
o
m
o
t
e
 
t
h
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
h
a
r
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,

d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
s

4
-
1
 
S
t
r
e
n
g
t
h
e
n
 
m
a
r
k
e
t
i
n
g
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
f
o
r
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
r
k
e
t
s

(
n
e
e
d
s
 
s
u
r
v
e
y
 
o
f
 
t
h
e
 
m
a
r
k
e
t
,
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
o
f
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
i
n

i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
a
d
e
 
f
a
i
r
s
,
 
r
e
v
i
e
w
 
o
f
 
m
e
t
h
o
d
s
 
f
o
r
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n

e
s
t
i
m
a
t
e
,
 
e
t
c
.
)
;

4
-
3
 
O
r
g
a
n
i
z
e
 
t
r
a
i
n
i
n
g
 
f
o
r
 
q
u
a
l
i
t
y
 
c
o
n
t
r
o
l
 
b
a
s
e
d
 
o
n
 
m
a
r
k
e
t

n
e
e
d
s
 
(
i
m
p
u
r
i
t
y
 
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
,
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
p
e
s
t
i
c
i
d
e

u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
,
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
o
f
 
c
o
n
t
r
o
l
 
s
y
s
t
e
m
,
 
t
r
a
c
e
a
b
i
l
i
t
y
,

e
t
c
.
)
;

4
-
3
 
P
r
o
m
o
t
e
 
t
h
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
h
a
r
i
n
g
 
o
n
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,

d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
a
n
d
 
m
a
r
k
e
t
s

*1
. C

ha
ng

es
 in

 fa
rm

er
s' 

fa
rm

in
g 

st
yle

 is
 m

on
ito

re
d 

us
in

g 
m

on
ito

rin
g 

sh
ee

t.
４

−
５

k

4
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O
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io
n
 2

PO
:P

la
n 

of
 O

pe
ra

tio
n 

(v
er

si
on

 2
, r

ev
is

ed
 a

t t
he

 J
oi

nt
 C

or
di

na
tio

n 
C

om
m

itt
ee

 o
n 

th
e 

14
th

 o
f D

ec
em

be
r 2

01
7)

2
3

4
5

6
7

8
9

#
#

#
1

2
3

4
5

6
7

8
9

#
#

#
1

2
3

4
5

6
7

8
9

#
#

#
1

2
3

4
5

6
7

8
9

#
#

#
1

2
3

4
5

6
7

8
9

#
#

#
1

2
3

4
5

6
7

8
9

（（
0））

 Im
pl

em
en

t a
 b

as
e 

lin
e 

su
rv

ey
（
0）

 Im
pl

em
en

t a
 b

as
e 

lin
e 

su
rv

ey
 (h

ou
se

ho
ld

 e
co

no
m

ie
s 

of
 fa

rm
er

s,
si

tu
at

io
n 

an
d 

pr
ob

le
m

s 
of

 p
ro

du
ct

io
n 

an
d 

va
lu

e 
ch

ai
n,

 e
tc

.).
D

PE
FA

1.
 D

ev
el

op
 a

nd
 d

is
se

m
in

at
e 

ap
pr

op
ria

te
 te

ch
no

lo
gy

 a
nd

1-
1 

Ve
rif

y 
th

e 
ch

ar
ac

te
r o

f v
ar

ie
tie

s 
of

 s
es

am
e 

se
ed

IN
ER

A
1-

2 
M

ak
e 

va
rio

us
 te

st
s 

to
 im

pr
ov

e 
th

e 
yi

el
d 

of
 s

es
am

e 
se

ed
 (s

ow
in

g
tim

e ,
 fe

rti
liz

at
io

n,
 e

tc
.);

IN
ER

A

1-
3 

O
rg

an
iz

e 
an

d 
m

on
ito

r t
ra

in
in

g 
to

 d
is

se
m

in
at

e 
th

e 
ap

pr
op

ria
te

te
ch

ni
qu

e 
of

 p
ro

du
ct

io
n 

of
 s

es
am

e 
se

ed
 ;

D
R

AA
H

-H
B,

D
R

AA
H

-B
M

,
D

VR
D

, D
PE

FA

1-
4 

St
ud

y 
an

d 
pr

op
os

e 
ho

w
 to

 m
an

ag
e 

or
ga

ni
za

tio
ns

 a
nd

 im
pr

ov
e

fa
rm

 m
an

ag
em

en
t f

or
 in

cr
ea

si
ng

 p
ro

du
ct

iv
ity

 o
f s

es
am

e 
se

ed
 a

nd
im

pr
ov

in
g 

in
co

m
e 

ge
ne

ra
tio

n 
of

 o
rd

in
ar

y 
fa

rm
er

s 
(c

on
tra

ct
 fa

rm
in

g,
st

re
ng

th
en

in
g 

of
 o

rg
an

iz
at

io
ns

, e
tc

.);

D
R

AA
H

-H
B,

D
R

AA
H

-B
M

,
D

VR
D

, D
PE

FA

2.
 S

el
ec

t n
ew

 v
ar

ie
tie

s 
of

 s
es

am
e

2-
1 

St
ud

y 
th

e 
ch

ar
ac

te
r o

f c
an

di
da

te
 v

ar
ie

tie
s 

of
 s

es
am

e;
IN

ER
A

2-
2 

Ve
rif

y 
th

e 
su

ita
bi

lit
y 

as
 s

es
am

e 
se

ed
 fo

r c
on

su
m

pt
io

n 
an

d 
th

e
ap

tit
ud

e 
fo

r c
ul

tiv
at

in
g,

 a
nd

 id
en

tif
y 

th
e 

va
rie

ty
 fo

r e
xt

en
si

on
;

IN
ER

A

2-
3 

Im
pl

em
en

t c
ul

tiv
at

io
n 

te
st

s 
fo

r s
es

am
e 

se
ed

 in
 o

rd
er

 to
 e

st
ab

lis
h

th
e 

cu
lti

va
tin

g 
te

ch
ni

qu
es

;
IN

ER
A

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2-
4 

Pr
ep

ar
e 

fo
r o

ffi
ci

al
 re

gi
st

ra
tio

n 
of

 n
ew

 v
ar

ie
tie

s 
of

 s
es

am
e 

se
ed

;
IN

ER
A

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.
 In

cr
ea

se
 th

e 
nu

m
be

r o
f c

er
tif

ie
d 

se
ed

 p
ro

du
ci

ng
 fa

rm
er

s 
an

d
ce

rt
ifi

ed
 s

ee
d 

pr
od

uc
tio

n.
3-

1 
St

re
ng

th
en

 c
ap

ac
ity

 o
f r

es
ea

rc
he

rs
 a

nd
 te

ch
ni

ci
an

s 
fo

r t
he

 p
ro

pe
r

pr
od

uc
tio

n 
of

 fo
un

da
tio

n 
se

ed
;

IN
ER

A
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3-

2 
St

re
ng

th
en

 c
ap

ac
ity

 o
f t

ra
in

er
s 

in
 c

ha
rg

e 
of

 te
ch

ni
ca

l s
up

er
vi

si
on

to
 s

ee
d 

pr
od

uc
tio

n 
fa

rm
er

s;
IN

ER
A

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3-
3 

O
rg

an
iz

e 
tra

in
in

g 
fo

r s
tre

ng
th

en
in

g 
ca

pa
ci

ty
 o

f s
ee

d 
pr

od
uc

tio
n

fa
rm

er
s 

to
 p

ro
du

ce
 c

er
tif

ie
d 

se
ed

s;

D
R

AA
H

-H
B,

D
R

AA
H

-B
M

,
D

VR
D

, I
N

ER
A,

SN
S

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3-
4 

M
on

ito
r t

he
 p

ro
du

ct
io

n 
an

d 
m

ar
ke

tin
g 

of
 c

er
tif

ie
d 

se
ed

 p
ro

du
ce

d
by

 c
or

e 
fa

rm
er

s

D
R

AA
H

-H
B,

D
R

AA
H

-B
M

,
D

VR
D

, D
PE

FA
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.
 R

ei
nf

or
ce

 th
e 

m
ar

ke
tin

g 
ca

pa
ci

ty
 o

f s
ta

ke
ho

ld
er

s 
in

 th
e

se
sa

m
e 

se
ct

or

4-
1 

St
re

ng
th

en
 m

ar
ke

tin
g 

ca
pa

ci
ty

 fo
r i

nt
er

na
tio

na
l m

ar
ke

ts
 (n

ee
ds

su
rv

ey
 o

f t
he

 m
ar

ke
t, 

pr
om

ot
io

n 
of

 p
ar

tic
ip

at
io

n 
in

 in
te

rn
at

io
na

l t
ra

de
fa

irs
, r

ev
ie

w
 o

f m
et

ho
ds

 fo
r p

ro
du

ct
io

n 
es

tim
at

e,
 e

tc
.);

D
PE

FA
, D

D
M

PA
,

IN
TE

R
SE

B,
D

R
AA

H
-H

B,
D

R
AA

H
-B

M
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4-
2 

O
rg

an
iz

e 
tra

in
in

g 
fo

r q
ua

lit
y 

co
nt

ro
l b

as
ed

 o
n 

m
ar

ke
t n

ee
ds

(re
m

ov
al

 o
f f

or
ei

gn
 b

od
y,

 m
an

ag
em

en
t o

f p
es

tic
id

e 
ut

iliz
at

io
n,

im
pr

ov
em

en
t o

f c
on

tro
l s

ys
te

m
, t

ra
ce

ab
ilit

y,
 e

tc
.);

D
PE

FA
, D

TA
N

,
D

PV
C

, I
N

TE
R

SE
B,

D
R

AA
H

-H
B,

D
R

AA
H

-B
M

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4-
3 

Pr
om

ot
e 

th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

sh
ar

in
g 

on
 th

e 
pr

od
uc

tio
n,

 d
is

tri
bu

tio
n

an
d 

m
ar

ke
ts

D
PE

FA
,

IN
TE

R
SE

B,
D

R
AA

H
-H

B,
D

R
AA

H
-B

M
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 
O

th
er

s
Jo

in
t m

id
-te

rm
 e

va
lu

at
io

n
Jo

in
t f

in
al

 e
va

lu
at

io
n

Pr
o j

ec
t F

in
al

 R
ep

or
t

JC
C

20
18

20
19

R
es

po
ns

ib
le

or
ga

ni
za

tio
n

20
14

20
15

20
16

20
17

－181－



７．評価グリッド

添
付
資
料
７
：

評
価
グ
リ
ッ
ド

 

1 
 E E

vvaa
lluu

aatt
iioo

nn  
GG

rrii
dd：：

Th
e 

pr
oj

ec
t f

or
 r

ei
nf

or
ce

m
en

t o
f s

es
am

e 
pr

od
uc

tio
n 

II..  
AA

cchh
iiee

vvee
mm

eenn
ttss

  oo
ff  tt

hhee
  PP

rroo
jjee

cctt
  

EE
vvaa

lluu
aatt

iioo
nn  

IItt
eemm

  
IInn

ddii
ccaa

ttoo
rr  

//  EE
vvaa

lluu
aatt

iioo
nn  

QQ
uuee

sstt
iioo

nnss
  

NN
eecc

eess
ssaa

rryy
  DD

aatt
aa  

SSoo
uurr

ccee
  oo

ff  II
nnff

oorr
mm

aatt
iioo

nn  
AA

ccqq
uuii

ssii
ttiioo

nn  
MM

eeaa
nnss

  
MM

aaii
nn  

CC
aatt

eegg
oorr

yy  
SSuu

bb  
CC

aatt
eegg

oorr
yy  

１１
..  

AA
cchh

iiee
vvee

mm
eenn

tt  oo
ff  

OO
vvee

rraa
llll  

GG
ooaa

ll  

OO
vvee

rraa
llll  

GG
ooaa

ll  
Im

pr
ov

e 
th

e 
se

sa
m

e 
pr

od
uc

tiv
ity

 in
 ta

rg
et

 a
re

a 
 

1.
 

A
ve

ra
ge

 y
ie

ld
 p

ro
du

ce
d 

by
 fa

rm
er

s 
in

 
ta

rg
et

 a
re

a 
in

cr
ea

se
 m

or
e 

th
an

 2
0%

 
- 

D
at

a 
on

 e
xp

or
t v

ol
um

e 
of

 s
es

am
e 

- 
D

eg
re

e 
of

 c
on

tr
ib

ut
io

n 
by

 th
e 

Pr
oj

ec
t f

or
 th

e 
in

cr
em

en
t 

- 
 N

at
io

na
l S

ta
tis

tic
s 

(S
ta

rt
 a

nd
 E

nd
 o

f t
he

 
Pr

oj
ec

t)
 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 

su
rv

ey
 

- 
In

te
rv

ie
w

  
- 

Is
 th

er
e 

a 
ne

ce
ss

ity
 o

f a
dd

iti
on

al
 in

di
ca

to
rs

 / 
re

vi
si

on
 o

f i
nd

ic
at

or
s?

 
- 

A
re

 th
er

e 
an

y 
fa

ct
or

s 
af

fe
ct

 a
ch

ie
ve

m
en

t o
f 

O
ve

ra
ll 

G
oa

l?
 

- 
Im

po
rt

an
t A

ss
um

pt
io

n:
  

- T
he

 ta
rg

et
 r

eg
io

ns
 a

re
 n

ot
 e

xp
os

ed
 to

 s
ec

ur
ity

 
pr

ob
le

m
. 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

22..
    

AA
cchh

iiee
vvee

mm
eenn

tt  oo
ff  

PPrr
oojj

eecc
tt  PP

uurr
ppoo

ssee
    

PPrr
oojj

eecc
tt  PP

uurr
ppoo

ssee
  

Im
pr

ov
e 

th
e 

pr
od

uc
tiv

ity
 a

nd
 

in
co

m
e 

of
 ta

rg
et

 s
es

am
e 

fa
rm

er
s 

1.
 M

or
e 

th
an

 7
0%

 o
f t

ar
ge

t f
ar

m
er

s 
in

cr
ea

se
s 

th
e 

in
co

m
e 

by
 s

es
am

e 
pr

od
uc

tio
n 

- 
R

es
ul

t o
f f

or
m

er
 s

ur
ve

y 
by

 th
e 

Pr
oj

ec
t. 

- 
R

ev
ie

w
 o

f t
he

 b
as

el
in

e 
su

rv
ey

 r
ep

or
t (

in
co

m
e 

by
 

se
sa

m
e 

an
d 

yi
el

d 
of

 s
es

am
e 

pr
od

uc
tio

n 
of

 c
or

e 
fa

rm
er

s)
 

- 
Im

pr
ov

em
en

t a
t t

he
 e

nd
 o

f t
he

 P
ro

je
ct

 

- 
Fa

rm
er

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 r

es
ul

ts
  

- 
R

es
ul

t o
f e

nd
 li

ne
 

su
rv

ey
 (3

0 
sa

m
pl

es
 

in
 M

ar
ch

, 3
0 

sa
m

pl
es

 
in

 J
un

e,
 o

ut
 o

f 1
93

 
ta

rg
et

 fa
rm

er
s)

 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 

su
rv

ey
 

- 
In

te
rv

ie
w

 
2.

 A
ve

ra
ge

 Y
ie

ld
 p

er
 h

ec
ta

re
 p

ro
du

ce
d 

by
 

ta
rg

et
 fa

rm
er

s 
in

cr
ea

se
 m

or
e 

th
an

 2
0%

 

- 
A

re
 th

er
e 

an
y 

fa
ct

or
s 

af
fe

ct
 a

ch
ie

ve
m

en
t o

f 
O

ve
ra

ll 
G

oa
l?

 
- 

Im
po

rt
an

t A
ss

um
pt

io
n:

 
- T

he
 p

ri
ce

 o
f s

es
am

e 
in

te
rn

at
io

na
l m

ar
ke

t d
oe

s 
no

t m
ar

k 
a 

si
gn

ifi
ca

nt
 d

ow
nt

re
nd

. 
- P

ro
du

ct
io

n 
is

 n
ot

 a
ffe

ct
ed

 b
y 

a 
ve

ry
 p

oo
r 

ha
rv

es
t d

ue
 to

 w
ea

th
er

, e
tc

 

- 
Pr

oj
ec

t R
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 

su
rv

ey
 

- 
In

te
rv

ie
w

 

33..
    

AA
cchh

iiee
vvee

mm
eenn

tt  oo
ff  

OO
uutt

ppuu
ttss

  

OO
uutt

ppuu
tt  11

  
D

ev
el

op
 a

nd
 d

is
se

m
in

at
e 

ap
pr

op
ri

at
e 

te
ch

no
lo

gy
 a

nd
 

kn
ow

le
dg

e 
   

1-
1 

M
od

ul
es

 a
nd

 m
at

er
ia

ls
 fo

r 
tr

ai
ni

ng
 (o

n 
FF

S/
FB

S,
 C

ap
ac

ity
 b

ui
ld

in
g 

of
 fa

rm
er

’s 
gr

ou
p)

 to
 c

or
e 

fa
rm

er
s 

ar
e 

fo
rm

ul
at

ed
 

- 
C

on
te

nt
s 

of
 th

e 
m

od
ul

es
 a

nd
 m

at
er

ia
ls

 
- 

R
ec

or
d 

of
 tr

ai
ni

ng
s 

(d
at

e,
 n

um
be

r 
of

 
pa

rt
ic

ip
an

ts
, r

es
ul

t, 
fo

llo
w

 u
p 

et
c.

) 
- 

M
on

ito
ri

ng
 r

ep
or

ts
 fo

r 
FF

S 
an

d 
FB

S 
- 

Pr
og

re
ss

 a
nd

 r
es

ul
t o

f t
he

 te
ch

ni
ca

l t
ra

ns
fe

r 
to

 
th

e 
ta

rg
et

 fa
rm

er
s.

 
 

- 
Pr

oj
ec

t R
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 

 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 

su
rv

ey
 

- 
In

te
rv

ie
w

 

 
1-

2 
M

or
e 

th
an

 1
80

 c
or

e 
fa

rm
er

s 
pa

rt
ic

ip
at

ed
 

in
 tr

ai
ni

ng
s 

 
1-

3 
M

or
e 

th
an

 9
0%

 o
f f

ar
m

er
s 

pa
rt

ic
ip

at
ed

 in
 

FF
S/

FB
S 

ad
op

t m
or

e 
th

an
 o

ne
 te

ch
ni

ca
l 

co
m

po
ne

nt
. 

- 
A

re
 th

er
e 

an
y 

fa
ct

or
s 

af
fe

ct
 a

ch
ie

ve
m

en
t o

f 
O

ut
pu

t 1
? 

- 
Im

po
rt

an
t a

ss
um

pt
io

n:
 

- H
um

an
 r

es
ou

rc
es

 r
es

po
ns

ib
le

 fo
r 

th
e 

te
ch

ni
ca

l 
tr

an
sm

is
si

on
, a

s 
pa

rt
ic

ip
an

ts
 in

 tr
ai

ni
ng

 a
nd

 
ot

he
rs

, c
on

tin
ue

 to
 b

e 
in

vo
lv

ed
 in

 th
e 

pr
oj

ec
t. 

OO
uutt

ppuu
tt  22

  
Se

le
ct

 n
ew

 v
ar

ie
tie

s 
of

 
se

sa
m

e 

2-
1 

M
or

e 
th

an
 o

ne
 n

ew
 v

ar
ie

ty
 is

 s
el

ec
te

d 
fo

r 
se

ed
 r

eg
is

tr
at

io
n 

- 
Pr

og
re

ss
 o

f s
el

ec
tio

n 
of

 v
ar

ie
ty

, p
re

pa
ra

tio
n 

fo
r 

re
gi

st
ra

tio
n 

an
d 

ap
pr

ov
al

 o
f d

at
a 

sh
ee

t f
or

 n
ew

 
va

ri
et

ie
s.

  
- 

C
on

te
nt

s 
of

 th
e 

te
ch

ni
ca

l g
ui

da
nc

e 
 

- 
Pr

oj
ec

t R
ep

or
t 

- 
R

eq
ui

re
m

en
t 

do
cu

m
en

ts
 (r

ep
or

t o
f 

D
H

S,
 V

AT
, a

nd
 

ap
pl

ic
at

io
n 

fo
rm

s)
  

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 

su
rv

ey
 

- 
In

te
rv

ie
w

 
 

2-
2 

Te
ch

ni
ca

l g
ui

da
nc

e 
fo

r 
va

ri
et

ie
s 

se
le

ct
io

n 
an

d 
fo

un
da

tio
n 

an
d 

br
ee

de
rs

 s
ee

d 
pr

od
uc

tio
n 

ar
e 

fo
rm

ul
at

ed
. 

- 
A

re
 th

er
e 

an
y 

fa
ct

or
s 

af
fe

ct
 a

ch
ie

ve
m

en
t o

f 
O

ut
pu

t 2
? 

- 
Im

po
rt

an
t a

ss
um

pt
io

n:
  

H
um

an
 r

es
ou

rc
es

 r
es

po
ns

ib
le

 fo
r 

th
e 

te
ch

ni
ca

l 
tr

an
sm

is
si

on
 a

s 
pa

rt
ic

ip
an

ts
 in

 tr
ai

ni
ng

 a
nd

 
ot

he
rs

 c
on

tin
ue

 to
 b

e 
in

vo
lv

ed
 in

 th
e 

pr
oj

ec
t 

- 
Pr

oj
ec

t R
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 

 
OO

uutt
ppuu

tt  33
 

3-
1 

M
od

ul
es

 a
nd

 m
at

er
ia

ls
 fo

r 
tr

ai
ni

ng
 (o

n 
- 

Pr
og

re
ss

 o
f u

pd
at

e 
of

 th
e 

m
an

ua
l 

- 
U

pd
at

ed
 m

an
ua

l 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 

－182－



添
付
資
料
７
：

評
価
グ
リ
ッ
ド

 

2 
 

EE
vvaa

lluu
aatt

iioo
nn  

IItt
eemm

  
IInn

ddii
ccaa

ttoo
rr  

//  EE
vvaa

lluu
aatt

iioo
nn  

QQ
uuee

sstt
iioo

nnss
  

NN
eecc

eess
ssaa

rryy
  DD

aatt
aa  

SSoo
uurr

ccee
  oo

ff  II
nnff

oorr
mm

aatt
iioo

nn  
AA

ccqq
uuii

ssii
ttiioo

nn  
MM

eeaa
nnss

  
MM

aaii
nn  

CC
aatt

eegg
oorr

yy  
SSuu

bb  
CC

aatt
eegg

oorr
yy  

In
cr

ea
se

 th
e 

nu
m

be
r 

of
 

ce
rt

ifi
ed

 s
ee

d 
pr

od
uc

in
g 

fa
rm

er
s 

an
d 

ce
rt

ifi
ed

 s
ee

d 
pr

od
uc

tio
n.

 

se
ed

 p
ro

du
ct

io
n)

 to
 c

or
e 

fa
rm

er
s 

ar
e 

fo
rm

ul
at

ed
 

- 
R

ec
or

d 
of

 tr
ai

ni
ng

s 
(d

at
e,

 n
um

be
r 

of
 

pa
rt

ic
ip

an
ts

, r
es

ul
t, 

fo
llo

w
 u

p 
et

c.
) 

- 
M

on
ito

ri
ng

 a
nd

 s
ur

ve
y 

re
po

rt
s 

re
la

te
d 

to
 s

ee
d 

pr
od

uc
tio

n 
an

d 
pu

rc
ha

se
  

 
- 

R
eg

is
tr

at
io

n 
of

 th
e 

se
ed

 p
ro

du
ci

ng
 fa

rm
er

 
- 

D
at

a 
of

 th
e 

pr
od

uc
tio

n 
of

 c
er

tif
ie

d 
se

ed
 

 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
R

ep
or

t o
f D

R
A

A
H

 o
r 

SN
S 

  

 

su
rv

ey
 

- 
In

te
rv

ie
w

 
 

3-
2 

M
or

e 
th

an
 1

80
 c

or
e 

fa
rm

er
s 

pa
rt

ic
ip

at
ed

 
in

 tr
ai

ni
ng

s.
 

3-
3 

A
t l

ea
st

 o
ne

 s
ee

d 
pr

od
uc

in
g 

fa
rm

er
 is

 
re

gi
st

er
ed

 in
 m

or
e 

th
an

 h
al

f o
f t

ar
ge

t 
gr

ou
p.

 
3-

4 
M

or
e 

th
an

 6
0 

ha
 a

re
a 

of
 c

er
tif

ie
d 

se
ed

 
pr

od
uc

tio
n 

pe
r 

ye
ar

 o
n 

av
er

ag
e 

by
 ta

rg
et

 
se

ed
 p

ro
du

ce
rs

 is
 d

ec
la

re
d 

 
- 

A
re

 th
er

e 
an

y 
fa

ct
or

s 
af

fe
ct

 a
ch

ie
ve

m
en

t o
f 

O
ut

pu
t 3

 (P
ro

m
ot

io
n 

of
 th

e 
sy

st
em

 fo
r 

pr
od

uc
tio

n 
an

d 
di

st
ri

bu
tio

n 
of

 s
es

am
e 

se
ed

)?
 

- 
Im

po
rt

an
t a

ss
um

pt
io

n:
  

H
um

an
 r

es
ou

rc
es

 r
es

po
ns

ib
le

 fo
r 

th
e 

te
ch

ni
ca

l 
tr

an
sm

is
si

on
 a

s 
pa

rt
ic

ip
an

ts
 in

 tr
ai

ni
ng

 a
nd

 
ot

he
rs

 c
on

tin
ue

 to
 b

e 
in

vo
lv

ed
 in

 th
e 

pr
oj

ec
t 

- 
Pr

oj
ec

t R
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 

 

OO
uutt

ppuu
tt  44

 
R

ei
nf

or
ce

 th
e 

m
ar

ke
tin

g 
ca

pa
ci

ty
 o

f s
ta

ke
ho

ld
er

s 
in

 
th

e 
se

sa
m

e 
se

ct
or

. 

4-
1 

Tr
ai

ni
ng

 m
at

er
ia

ls
 o

n 
se

sa
m

e 
qu

al
ity

 
co

nt
ro

l a
re

 fo
rm

ul
at

ed
. 

- 
C

on
te

nt
s 

of
 th

e 
tr

ai
ni

ng
 m

at
er

ia
ls

 
- 

R
ec

or
d 

of
 tr

ai
ni

ng
s 

(d
at

e,
 n

um
be

r 
of

 
pa

rt
ic

ip
an

ts
, r

es
ul

t, 
fo

llo
w

 u
p 

et
c.

) 
- 

N
um

be
r 

of
 th

e 
A

N
A

C
E

S-
B

 m
em

be
r 

w
ho

 d
ir

ec
tly

 
co

nt
ac

te
d 

w
ith

 J
ap

an
es

e 
im

po
rt

er
 

- 
Pr

oj
ec

t R
ep

or
t 

  

  

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 

su
rv

ey
 

- 
In

te
rv

ie
w

 

 

4-
2 

M
or

e 
th

an
 1

0 
tr

ai
ni

ng
/ s

es
si

on
/ w

or
ks

ho
p 

to
 s

ta
ke

ho
ld

er
s 

in
 s

es
am

e 
se

ct
or

 o
n 

th
e 

qu
al

ity
 c

on
tr

ol
 is

 c
on

du
ct

ed
. 

4-
3 

M
or

e 
th

an
 o

ne
 o

f t
he

 A
N

A
C

E
S-

B
 m

em
be

rs
 

ha
s 

di
re

ct
 c

on
ta

ct
 w

ith
 J

ap
an

es
e 

im
po

rt
er

. 
- 

Is
 th

er
e 

a 
ne

ce
ss

ity
 o

f r
ev

is
io

n 
of

 in
di

ca
to

r 
4-

3?
 

- 
A

re
 th

er
e 

an
y 

fa
ct

or
s 

af
fe

ct
 a

ch
ie

ve
m

en
t o

f 
O

ut
pu

t 1
 (R

ei
nf

or
ce

m
en

t o
f t

he
 m

ar
ke

tin
g 

ca
pa

ci
ty

 o
f s

ta
ke

ho
ld

er
s)

? 

- 
Im

po
rt

an
t a

ss
um

pt
io

n:
  

H
um

an
 r

es
ou

rc
es

 r
es

po
ns

ib
le

 fo
r 

th
e 

te
ch

ni
ca

l 
tr

an
sm

is
si

on
 a

s 
pa

rt
ic

ip
an

ts
 in

 tr
ai

ni
ng

 a
nd

 
ot

he
rs

 c
on

tin
ue

 to
 b

e 
in

vo
lv

ed
 in

 th
e 

pr
oj

ec
t 

- 
Pr

oj
ec

t R
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
 

44..
  IInn

ppuu
ttss

  

1)
 J

ap
an

es
e 

E
xp

er
ts

 
Lo

ng
 te

rm
 e

xp
er

t a
nd

 S
ho

rt
-

te
rm

 e
xp

er
t  

A
re

 th
e 

in
pu

ts
 fr

om
 J

ap
an

es
e 

si
de

 (E
xp

er
ts

, 
E

qu
ip

m
en

t, 
Tr

ai
ni

ng
, a

nd
 B

ud
ge

t)
 

im
pl

em
en

te
d 

as
 p

la
nn

ed
? 

 

Q
ua

nt
it

y,
 q

ua
li

ty
 a

nd
 ti

m
in

g 
of

 in
pu

t 
- 

Pr
oj

ec
t R

ep
or

t 
- 

In
te

rv
ie

w
 r

es
ul

ts
 

 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 

su
rv

ey
 

- 
In

te
rv

ie
w

 

 
2)

 C
ou

nt
er

pa
rt

s 
tr

ai
ni

ng
 

Tr
ai

ni
ng

 o
f c

ou
nt

er
pa

rt
 

pe
rs

on
ne

l i
n 

Ja
pa

n 
an

d 
ot

he
r 

co
un

tr
ie

s 
3)

 E
qu

ip
m

en
t 

4)
 L

oc
al

 c
os

t o
f p

ro
je

ct
 

ac
tiv

iti
es

 
1)

 A
llo

ca
tio

n 
of

 c
ou

nt
er

pa
rt

 
pe

rs
on

ne
l 

A
re

 th
e 

in
pu

ts
 fr

om
 B

ur
ki

na
be

 s
id

e 
(C

P,
 O

ffi
ce

 
sp

ac
e 

/ f
ac

ili
ty

, B
ud

ge
t)

 im
pl

em
en

te
d 

as
 

pl
an

ne
d?

 
 

Q
ua

nt
it

y,
 q

ua
li

ty
, a

nd
 ti

m
in

g 
of

 in
pu

t 
- 

Pr
oj

ec
t R

ep
or

t 
- 

M
in

ut
es

 o
f J

C
C

  
- 

In
te

rv
ie

w
 r

es
ul

ts
 

 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 

su
rv

ey
 

- 
In

te
rv

ie
w

 

 

2)
 P

ro
vi

si
on

 o
f t

he
 p

ro
je

ct
 

of
fic

e 
an

d 
fa

ci
lit

ie
s 

ne
ce

ss
ar

y 
fo

r 
th

e 
pr

oj
ec

t 
im

pl
em

en
ta

tio
n.

 
3)

 O
th

er
 c

os
t 

－183－



添
付
資
料
７
：

評
価
グ
リ
ッ
ド

 

3 
   IIII

..  PP
rroo

ccee
ssss

  oo
ff  tt

hhee
  PP

rroo
jjee

cctt
  IImm

ppll
eemm

eenn
ttaa

ttiioo
nn 

EE
vvaa

lluu
aatt

iioo
nn  

IItt
eemm

  
EE

vvaa
lluu

aatt
iioo

nn  
QQ

uuee
sstt

iioo
nnss

  
NN

eecc
eess

ssaa
rryy

  DD
aatt

aa  
SSoo

uurr
ccee

  oo
ff  II

nnff
oorr

mm
aatt

iioo
nn  

AA
ccqq

uuii
ssii

ttiioo
nn  

MM
eeaa

nnss
  

MM
aaii

nn  
CC

aatt
eegg

oorr
yy  

SSuu
bb  

CC
aatt

eegg
oorr

yy  

11..
IImm

ppll
eemm

eenn
ttaa

ttiioo
nn  

ooff
  

ppll
aann

nnee
dd  

aacc
ttiivv

iittii
eess

  

A
ct

iv
iti

es
 o

f o
ut

pu
t 1

 
1-

1 
V

er
ify

 th
e 

ch
ar

ac
te

r 
of

 v
ar

ie
tie

s 
of

 s
es

am
e 

se
ed

; 
- 

R
ec

or
ds

 o
f I

np
ut

s 
an

d 
ac

tiv
iti

es
 

- 
Pr

og
re

ss
 o

f a
ct

iv
iti

es
 

- 
C

ro
ss

 r
el

at
io

ns
hi

p 
of

 
ac

tiv
iti

es
  

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

s 
w

ith
 

Ja
pa

ne
se

 e
xp

er
ts

 a
nd

 
th

e 
B

ur
ki

na
be

 s
id

e 

- 
D

oc
um

en
t s

ur
ve

y 
- 

In
te

rv
ie

w
 

1-
2 

M
ak

e 
va

ri
ou

s 
te

st
s 

to
 im

pr
ov

e 
th

e 
yi

el
d 

of
 s

es
am

e 
se

ed
 

(s
ow

in
g 

tim
e,

 fe
rt

ili
za

tio
n,

 e
tc

.);
 

1-
3 

O
rg

an
iz

e 
an

d 
m

on
ito

r 
tr

ai
ni

ng
 to

 d
is

se
m

in
at

e 
th

e 
ap

pr
op

ri
at

e 
te

ch
ni

qu
e 

of
 p

ro
du

ct
io

n 
of

 s
es

am
e 

se
ed

; 
 

1-
4 

St
ud

y 
an

d 
pr

op
os

e 
ho

w
 to

 m
an

ag
e 

or
ga

ni
za

tio
ns

 a
nd

 
im

pr
ov

e 
fa

rm
 m

an
ag

em
en

t f
or

 in
cr

ea
si

ng
 p

ro
du

ct
iv

ity
 o

f 
se

sa
m

e 
se

ed
 a

nd
 im

pr
ov

in
g 

in
co

m
e 

ge
ne

ra
tio

n 
of

 o
rd

in
ar

y 
fa

rm
er

s 
(c

on
tr

ac
t f

ar
m

in
g,

 s
tr

en
gt

he
ni

ng
 o

f o
rg

an
iz

at
io

ns
, 

et
c.

); 
A

ct
iv

iti
es

 o
f o

ut
pu

t 2
 

2-
1 

St
ud

y 
th

e 
ch

ar
ac

te
r 

of
 c

an
di

da
te

 v
ar

ie
tie

s 
of

 s
es

am
e;

  
2-

2 
V

er
ify

 th
e 

su
ita

bi
lit

y 
as

 s
es

am
e 

se
ed

 fo
r 

co
ns

um
pt

io
n 

an
d 

th
e 

ap
tit

ud
e 

fo
r 

cu
lti

va
tin

g,
 a

nd
 id

en
tif

y 
th

e 
va

ri
et

y 
fo

r 
ex

te
ns

io
n;

 
2-

3 
Im

pl
em

en
t c

ul
tiv

at
io

n 
te

st
s 

fo
r 

se
sa

m
e 

se
ed

 in
 o

rd
er

 to
 

es
ta

bl
is

h 
th

e 
cu

lti
va

tin
g 

te
ch

ni
qu

es
; 

2-
4 

Pr
ep

ar
e 

fo
r 

of
fic

ia
l r

eg
is

tr
at

io
n 

of
 n

ew
 v

ar
ie

tie
s 

of
 s

es
am

e 
se

ed
; 

A
ct

iv
iti

es
 o

f o
ut

pu
t 3

 
3-

1 
St

re
ng

th
en

 c
ap

ac
ity

 o
f r

es
ea

rc
he

rs
 a

nd
 te

ch
ni

ci
an

s 
fo

r 
th

e 
pr

op
er

 p
ro

du
ct

io
n 

of
 fo

un
da

tio
n 

se
ed

; 
3-

2 
St

re
ng

th
en

 c
ap

ac
ity

 o
f t

ra
in

er
s 

in
 c

ha
rg

e 
of

 te
ch

ni
ca

l 
su

pe
rv

is
io

n 
to

 s
ee

d 
pr

od
uc

tio
n 

fa
rm

er
s;

 
3-

3 
O

rg
an

iz
e 

tr
ai

ni
ng

 fo
r 

st
re

ng
th

en
in

g 
ca

pa
ci

ty
 o

f s
ee

d 
pr

od
uc

tio
n 

fa
rm

er
s 

to
 p

ro
du

ce
 c

er
tif

ie
d 

se
ed

s;
  

3-
4 

M
on

ito
r 

th
e 

pr
od

uc
tio

n 
an

d 
m

ar
ke

tin
g 

of
 c

er
tif

ie
d 

se
ed

 
pr

od
uc

ed
 b

y 
co

re
 fa

rm
er

s 
A

ct
iv

iti
es

 o
f o

ut
pu

t 4
 

4-
1 

St
re

ng
th

en
 m

ar
ke

tin
g 

ca
pa

ci
ty

 fo
r 

in
te

rn
at

io
na

l m
ar

ke
ts

 
(n

ee
ds

 s
ur

ve
y 

of
 th

e 
m

ar
ke

t, 
pr

om
ot

io
n 

of
 p

ar
tic

ip
at

io
n 

in
 

in
te

rn
at

io
na

l t
ra

de
 fa

ir
s,

 r
ev

ie
w

 o
f m

et
ho

ds
 fo

r 
pr

od
uc

tio
n 

es
tim

at
e,

 e
tc

.);
 

4-
2 

O
rg

an
iz

e 
tr

ai
ni

ng
 fo

r 
qu

al
ity

 c
on

tr
ol

 b
as

ed
 o

n 
m

ar
ke

t 
ne

ed
s 

(r
em

ov
al

 o
f f

or
ei

gn
 b

od
y,

 m
an

ag
em

en
t o

f p
es

tic
id

e 
ut

ili
za

tio
n,

 im
pr

ov
em

en
t o

f c
on

tr
ol

 s
ys

te
m

, t
ra

ce
ab

ili
ty

, e
tc

.);
 

4-
3 

Pr
om

ot
e 

th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

sh
ar

in
g 

on
 th

e 
pr

od
uc

tio
n,

 
di

st
ri

bu
tio

n 
an

d 
m

ar
ke

ts
. 

22..
TTee

cchh
nnii

ccaa
ll  tt

rraa
nnss

ffee
rr  

M
et

ho
d 

of
 te

ch
ni

ca
l 

tr
an

sf
er

 
- 

A
re

 th
er

e 
an

y 
pr

ob
le

m
s 

in
 te

ch
ni

ca
l t

ra
ns

fe
r?

 
- 

R
es

ul
t o

f a
ct

iv
iti

es
 

St
ak

eh
ol

de
r’s

 o
pi

ni
on

 
- 

Pr
oj

ec
t r

ep
or

t 
- 

In
te

rv
ie

w
 r

es
ul

ts
 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
- 

In
te

rv
ie

w
s 

33..
CC

hhaa
nngg

ee  
ooff

  aa
cctt

iivv
iittii

eess
    

A
dd

iti
on

 a
nd

 d
el

et
io

n 
of

 
ac

tiv
iti

es
  

- 
Va

lid
ity

 o
f a

ct
iv

ity
 c

ha
ng

e 
 

 
- 

A
dd

iti
on

al
 a

ct
iv

ity
 / 

de
la

te
d 

ac
tiv

ity
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 

R
el

at
io

ns
hi

p 
am

on
g 

th
e 

- 
H

av
e 

re
gu

la
r 

m
ee

tin
g 

an
d/

or
 J

C
C

 h
el

d 
at

 r
eg

ul
ar

 in
te

rv
al

 
- 

M
un

iti
es

 o
f J

C
C

 
- 

M
un

iti
es

 o
f J

C
C

  
- 

In
te

rv
ie

w
s 

－184－



添
付
資
料
７
：

評
価
グ
リ
ッ
ド

 

4 
 

EE
vvaa

lluu
aatt

iioo
nn  

IItt
eemm

  
EE

vvaa
lluu

aatt
iioo

nn  
QQ

uuee
sstt

iioo
nnss

  
NN

eecc
eess

ssaa
rryy

  DD
aatt

aa  
SSoo

uurr
ccee

  oo
ff  II

nnff
oorr

mm
aatt

iioo
nn  

AA
ccqq

uuii
ssii

ttiioo
nn  

MM
eeaa

nnss
  

MM
aaii

nn  
CC

aatt
eegg

oorr
yy  

SSuu
bb  

CC
aatt

eegg
oorr

yy  

44..
RR

eell
aatt

iioo
nnss

hhii
pp  

ww
iitthh

  
sstt

aakk
eehh

ooll
ddee

rrss
    

Pr
oj

ec
t t

ea
m

, b
et

w
ee

n 
pr

oj
ec

t t
ea

m
 a

nd
 

st
ak

eh
ol

de
r 

 

an
d 

w
or

ke
d 

fo
r 

is
su

e 
re

so
lu

tio
n?

  
- 

St
ak

eh
ol

de
r’s

 o
pi

ni
on

 
- 

In
te

rv
ie

w
 r

es
ul

t 

- 
H

av
e 

th
e 

Pr
oj

ec
t t

ea
m

 a
nd

 c
ou

nt
er

pa
rt

 s
uf

fic
ie

nt
ly

 
co

m
m

un
ic

at
ed

 w
ith

 e
ac

h 
ot

he
r 

to
 s

ha
re

 in
fo

rm
at

io
n?

 

- 
C

om
m

un
ic

at
io

n 
am

on
g 

st
ak

eh
ol

de
rs

 
- 

St
ak

eh
ol

de
r’s

 o
pi

ni
on

 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

In
te

rv
ie

w
s 

- 
H

av
e 

th
e 

sy
st

em
 fo

r 
ch

ai
n 

co
m

m
an

d 
an

d 
di

vi
si

on
 o

f r
ol

es
 

be
en

 e
st

ab
lis

he
d?

 

- 
C

on
fir

m
 th

e 
ch

ai
n 

co
m

m
an

d 
an

d 
di

vi
si

on
 

of
 r

ol
e 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

In
te

rv
ie

w
s 

55..
  OO

ww
nnee

rrss
hhii

pp  
O

w
ne

rs
hi

p 
of

 C
P 

or
ga

ni
za

tio
ns

 

- 
H

av
e 

th
e 

co
un

te
rp

ar
ts

 a
ct

iv
el

y 
pa

rt
ic

ip
at

ed
 to

 th
e 

Pr
oj

ec
t 

ac
tiv

iti
es

? 
- 

Pa
rt

ic
ip

at
io

n 
of

 
B

ur
ki

na
be

 C
Ps

 
- 

St
ak

eh
ol

de
r’s

 o
pi

ni
on

 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

- 
H

as
 th

e 
B

ur
ki

na
 F

as
o 

si
de

 a
llo

ca
te

d 
en

ou
gh

 b
ud

ge
t f

or
 th

e 
Pr

oj
ec

t a
ct

iv
iti

es
? 

 
- 

B
ud

ge
t a

llo
ca

tio
n 

- 
R

ep
or

t f
ro

m
 M

A
A

H
/ 

D
G

PE
R

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 S
ur

ve
y 

66..
  MM

oonn
iittoo

rrii
nngg

  aa
nndd

  
eevv

aall
uuaa

ttiioo
nn  

  

R
es

ul
t o

f m
on

ito
ri

ng
 a

nd
 

ev
al

ua
tio

n,
 a

ch
ie

ve
m

en
t 

of
 th

e 
Pr

oj
ec

t 
 

- 
A

re
 th

er
e 

m
on

ito
ri

ng
 a

nd
 fe

ed
ba

ck
 s

ys
te

m
? 

- 
M

on
ito

ri
ng

 a
nd

 
fe

ed
ba

ck
 s

ys
te

m
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

77..
RR

eell
aass

hhoo
nnss

hhii
pp  

ww
iitthh

  
oott

hhee
rr  

ddoo
nnoo

rrss
  

R
el

at
io

ns
hi

p 
be

tw
ee

n 
ot

he
r 

do
no

rs
 

- 
Is

 th
er

e 
an

y 
co

lla
bo

ra
tio

n 
w

ith
 o

th
er

 d
on

or
s 

in
 th

e 
se

co
nd

 
ha

lf 
of

 th
e 

Pr
oj

ec
t?

 
- 

A
re

 th
er

e 
an

y 
pl

an
s 

fo
r 

th
e 

fu
rt

he
r 

co
lla

bo
ra

tio
n?

 

- 
C

on
te

nt
s 

of
 

co
lla

bo
ra

tio
n 

w
ith

 
ot

he
r 

do
no

rs
  

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

  
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

88..
  CC

oonn
ttrr

iibb
uutt

iioo
nn  

ffaa
cctt

oorr
ss  

aann
dd  

hhii
nndd

eerr
iinn

gg  
ffaa

cctt
oorr

ss  
Fa

ct
or

s 
af

fe
ct

in
g 

th
e 

Im
pl

em
en

ta
tio

n 
Pr

oc
es

s 

- 
A

re
 th

er
e 

an
y 

fa
ct

or
s 

af
fe

ct
in

g 
th

e 
im

pl
em

en
ta

tio
n 

of
 th

e 
Pr

oj
ec

t?
 

(I
m

pl
em

en
ta

tio
n 

st
ru

ct
ur

e,
 p

ol
ic

y, 
so

ci
al

 e
nv

ir
on

m
en

t, 
et

c.
) 

- 
C

on
tr

ib
ut

io
n 

fa
ct

or
s 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

- 
H

in
de

ri
ng

 fa
ct

or
s 

99..
RR

eecc
oomm

eenn
ddaa

ttiioo
nnss

  bb
yy  

MM
iidd

--tt
eerr

mm
  rr

eevv
iiee

ww
  

((PP
rroo

jjee
cctt

  ttee
aamm

))  

1.
R

ev
is

io
n 

of
 P

D
M

 
- 

H
as

 th
e 

re
vi

se
d 

PD
M

 a
pp

ro
ve

d 
at

 J
C

C
? 

- 
H

av
e 

th
e 

st
ak

eh
ol

de
rs

 c
le

ar
ly

 u
nd

er
st

oo
d 

th
e 

re
vi

si
on

? 
- 

PD
M

 v
er

si
on

 2
 

- 
M

in
ut

es
 o

f J
C

C
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
ts

 
- 

In
te

rv
ie

w
 r

es
ul

ts
 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
 

- 
In

te
rv

ie
w

 
2.

Im
fo

rm
at

io
n 

Sh
ar

in
g 

- 
H

av
e 

th
e 

Pr
oj

ec
t t

ea
m

 a
nd

 c
ou

nt
er

pa
rt

 s
uf

fic
ie

nt
ly

 
co

m
m

un
ic

at
ed

 w
ith

 e
ac

h 
ot

he
r 

to
 s

ha
re

 in
fo

rm
at

io
n?

 
- 

Fr
eq

ue
nc

y 
of

 th
e 

re
gu

la
r 

m
ee

tin
gs

 
- 

A
ge

nd
a 

an
d 

pa
rt

ic
ip

an
ts

 o
f t

he
 

m
ee

tin
g 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
ts

 
- 

Q
ue

st
io

nn
ai

re
  

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
 

- 
Q

ue
st

io
nn

ai
re

 s
ur

ve
y 

- 
In

te
rv

ie
w

 

3.
 E

nh
an

ce
m

en
t o

f t
he

 
M

on
ito

ri
ng

 a
nd

 fo
llo

w
 u

p 
- 

H
av

e 
ZA

T/
U

A
T 

ag
en

ts
 b

ee
n 

in
vo

lv
ed

 in
 th

e 
Pr

oj
ec

t 
ac

tiv
iti

es
? 

- 
H

ow
 h

as
 th

e 
st

ru
ct

ur
es

 o
f m

on
ito

ri
ng

 a
nd

 fo
llo

w
in

g 
up

 fo
r 

th
e 

su
st

ai
na

bl
e 

ut
ili

za
tio

n 
of

 tr
an

sf
er

re
d 

te
ch

ni
qu

e 
be

en
 

sa
t u

p?
 

- 
R

ec
or

d 
of

 tr
ai

ni
ng

s 
 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
St

ru
ct

ur
es

 o
f 

m
on

ito
ri

ng
 a

nd
 

fo
llo

w
in

g 
up

 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
ts

 
- 

Tr
ai

ni
ng

 r
ep

or
ts

  
- 

In
te

rv
ie

w
 r

es
ul

ts
 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
 

- 
In

te
rv

ie
w

 

1100
..RR

eecc
oomm

eenn
ddaa

ttiioo
nnss

  bb
yy  

MM
iidd

--tt
eerr

mm
  rr

eevv
iiee

ww
  

((PP
rroo

jjee
cctt

  ttee
aamm

))  

1.
B

ud
ge

t a
llo

ca
tio

n 
of

 th
e 

Pr
oj

ec
t 

 

- 
Is

 th
e 

bu
dg

et
 fr

om
 B

ur
ki

na
be

 s
id

e 
al

lo
ca

te
d 

as
 p

la
nn

ed
 (F

Y 
20

17
 a

nd
 F

Y 
20

18
)?

 
- 

H
ow

 d
oe

s 
th

e 
bu

dg
et

 s
itu

at
io

n 
af

fe
ct

 to
 th

e 
pa

rt
ic

ip
at

io
n 

of
 

C
/P

 p
er

so
nn

el
? 

- 
B

ud
ge

ta
ry

 s
itu

at
io

n 
of

 
B

ur
ki

na
 F

as
o 

si
de

  
- 

A
ct

ua
l E

xp
en

di
tu

re
 o

f 
C

P 
 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
  

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
ts

 
- 

Fi
na

nc
ia

l r
ep

or
t o

f 
D

G
PE

R
 a

nd
 D

G
PV

 
- 

In
te

rv
ie

w
 r

es
ul

ts
 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
 

- 
In

te
rv

ie
w

 

－185－



添
付
資
料
７
：

評
価
グ
リ
ッ
ド

 

5 
 

EE
vvaa

lluu
aatt

iioo
nn  

IItt
eemm

  
EE

vvaa
lluu

aatt
iioo

nn  
QQ

uuee
sstt

iioo
nnss

  
NN

eecc
eess

ssaa
rryy

  DD
aatt

aa  
SSoo

uurr
ccee

  oo
ff  II

nnff
oorr

mm
aatt

iioo
nn  

AA
ccqq

uuii
ssii

ttiioo
nn  

MM
eeaa

nnss
  

MM
aaii

nn  
CC

aatt
eegg

oorr
yy  

SSuu
bb  

CC
aatt

eegg
oorr

yy  
2.

 A
ct

iv
e 

pa
rt

ic
ip

at
io

n 
of

 
C

P 
pe

rs
on

ne
l 

- 
H

av
e 

th
e 

C
P 

pe
rs

on
ne

l p
ar

tic
ip

at
ed

 to
 th

e 
Pr

oj
ec

t 
ac

tiv
iti

es
? 

(W
ho

, W
he

n,
 W

he
re

, W
hy

, W
ha

t a
nd

 H
ow

) 
- 

H
ow

 d
oe

s 
th

e 
si

tu
at

io
n 

im
pr

ov
e 

si
nc

e 
th

e 
m

id
-t

er
m

 r
ev

ie
w

? 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
Fr

eq
ue

nc
y 

an
d 

le
ve

l o
f 

pa
rt

ic
ip

at
io

n 
of

 C
P 

pe
rs

on
ne

l 
- 

O
w

ne
rs

hi
p 

of
 C

P 
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
ts

 
- 

R
ec

or
d 

of
 r

eg
ul

ar
 

m
ee

tin
gs

 
- 

In
te

rv
ie

w
 r

es
ul

ts
 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
 

- 
In

te
rv

ie
w

 

3.
V

er
fic

at
io

n 
of

 th
e 

ba
se

lin
e 

su
rv

ey
 

- 
H

as
 th

e 
re

su
lt 

of
 th

e 
ba

se
lin

e 
su

rv
ey

 v
er

ifi
ed

? 
- 

Is
 th

er
e 

an
y 

di
ffi

cu
lti

es
 o

r 
ch

al
le

ng
es

 to
 h

ol
d 

su
ch

 o
ffi

ci
al

 
m

ee
tin

gs
 o

r 
co

nf
er

en
ce

s?
 

- 
R

ec
or

d 
of

 m
ee

tin
g 

(V
er

ifi
ca

tio
n 

of
 b

as
e 

lin
e 

su
rv

ey
) 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
ts

 
- 

In
te

rv
ie

w
 r

es
ul

ts
 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
 

- 
In

te
rv

ie
w

 

1111
..RR

eecc
oomm

eenn
ddaa

ttiioo
nnss

  bb
yy  

MM
iidd

--tt
eerr

mm
  rr

eevv
iiee

ww
  

((PP
rroo

jjee
cctt

  ttee
aamm

))  

1.
 R

ev
is

io
n 

an
d 

di
sc

us
si

on
 fo

r 
ef

fic
ie

nt
/e

ffe
ct

iv
e 

in
pu

ts
 

- 
H

as
 th

e 
ef

fic
ie

nc
y 

an
d 

ef
fe

ct
iv

en
es

s 
of

 th
e 

in
pu

t i
m

pr
ov

ed
 

si
nc

e 
th

e 
m

id
-t

er
m

 r
ev

ie
w

s?
 

- 
H

ow
 w

as
 th

e 
si

tu
at

io
n 

im
pr

ov
ed

? 

- 
In

pu
t b

y 
JI

C
A

 B
ur

ki
na

 
Fa

so
 o

ffi
ce

  
- 

St
ak

eh
ol

de
r’s

 o
pi

ni
on

 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
ts

 
- 

In
te

rv
ie

w
 r

es
ul

ts
 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
 

- 
In

te
rv

ie
w

 

2.
 M

ut
ua

l u
nd

er
st

an
di

ng
 

fo
r 

th
e 

co
nc

ep
t o

f J
IC

A
’s 

te
ch

ni
ca

l c
oo

pe
ra

tio
n 

pr
oj

ec
t a

nd
 e

va
lu

at
io

n 
gu

id
el

in
e.

 

- 
H

as
 th

e 
co

nc
ep

t o
f J

IC
A

’s 
te

ch
ni

ca
l c

oo
pe

ra
tio

n 
pr

oj
ec

t a
nd

 
ev

al
ua

tio
n 

sh
ar

ed
 to

 th
e 

st
ak

eh
ol

de
rs

? 
- 

If
 J

ap
an

es
e 

si
de

 im
pl

em
en

te
d 

an
y 

ac
tiv

iti
es

 c
on

ce
rn

in
g 

ab
ov

e 
is

su
es

, d
oe

s 
th

e 
ap

pr
oa

ch
 im

pr
ov

ed
 th

e 
si

tu
at

io
n?

 

- 
In

fo
rm

at
io

n 
an

d 
m

at
er

ia
ls

 s
ha

re
d 

by
 

st
ak

eh
ol

de
rs

 
- 

St
ak

eh
ol

de
r’s

 o
pi

ni
on

 
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

  II
I. 

Fi
ve

 e
va

lu
at

io
n 

cr
ite

ri
a 

 
EE

vvaa
lluu

aatt
iioo

nn  
IItt

eemm
ss  

EE
vvaa

lluu
aatt

iioo
nn  

IItt
eemm

ss  
EE

vvaa
lluu

aatt
iioo

nn  
QQ

uuee
sstt

iioo
nnss

  
NN

eecc
eess

ssaa
rryy

  DD
aatt

aa  
SSoo

uurr
ccee

  oo
ff  II

nnff
oorr

mm
aatt

iioo
nn  

AA
ccqq

uuii
ssii

ttiioo
nn  

MM
eeaa

nnss
    

  
CC

aatt
eegg

oorr
yy  

RReelleevvaannccee  

1.
 P

ri
or

iti
es

 in
 

re
le

va
nt

 n
at

io
na

l 
po

lic
ie

s 
of

 B
ur

ki
na

 
Fa

so
 

C
on

si
st

en
cy

 w
ith

 p
ol

ic
ie

s 
an

d 
st

ra
te

gy
 o

f B
ur

ki
na

 F
as

o 
 

- 
C

on
si

st
en

cy
 w

ith
 fo

llo
w

in
g 

po
lic

ie
s 

an
d 

pl
an

s:
 

- 
SC

A
D

D
, P

N
D

E
S,

 P
N

SR
 e

tc
  

- 
Pr

io
ri

ty
 o

f a
gr

ic
ul

tu
re

 s
ec

to
r 

- 
D

ev
el

op
m

en
t p

la
n 

- 
R

el
at

ed
 d

oc
um

en
ts

 
- 

Pr
oj

ec
t r

ep
or

t 
- 

R
el

at
ed

 d
oc

um
en

ts
 

 

- 
D

oc
um

en
t s

ur
ve

y 

2.
N

es
se

ity
 

N
ee

ds
 o

f t
ar

ge
t a

re
a 

an
d 

be
ne

fic
ia

ri
es

 
 

- 
N

ee
ds

 o
f c

ou
nt

er
pa

rt
s 

an
d 

be
ne

fic
ia

ri
es

. 
- 

N
ee

d 
of

 ta
rg

et
 g

ro
up

 
- 

Sa
tis

fa
ct

io
n 

le
ve

l o
f b

en
ef

ic
ia

ri
es

 
- 

St
ak

eh
ol

de
r’s

 o
pi

ni
on

 
- 

N
um

be
r 

of
 fa

rm
er

s 
pa

rt
ic

ip
at

ed
 in

 
th

e 
Pr

oj
ec

t a
ct

iv
iti

es
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

3.
 R

el
ev

an
ce

 o
f t

he
 

pr
oj

ec
t p

la
n 

R
el

ev
an

ce
 o

f t
he

 p
ro

je
ct

 p
la

n 
- 

Is
 th

e 
pr

oj
ec

t p
la

n 
ap

pr
op

ri
at

e?
 

- 
A

ch
ie

ve
m

en
t o

f O
ut

pu
ts

 
- 

Pr
og

re
ss

 o
f a

ct
iv

ity
 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

Fa
ct

or
 th

at
 in

hi
bi

t t
he

 
re

le
va

nc
e 

(if
 a

ny
) 

- 
A

re
 th

er
e 

an
y 

fa
ct

or
 th

at
 in

hi
bi

t t
he

 
re

le
va

nc
e 

of
 th

e 
pr

oj
ec

t p
la

n?
 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

4.
 A

pp
ro

pr
ia

te
ne

ss
 

of
 th

e 
pr

oj
ec

t 
ap

pr
oa

ch
es

 

A
pp

ro
pr

ia
te

ne
ss

 o
f s

el
ec

tio
n 

of
 b

en
ef

ic
ia

ri
es

  
- 

Is
 th

e 
se

le
ct

io
n 

of
 b

en
ef

ic
ia

ri
es

 a
nd

 p
ilo

t 
si

te
s 

ap
pr

op
ri

at
e?

 
- 

A
ch

ie
ve

m
en

t o
f O

ut
pu

ts
 

- 
Pr

og
re

ss
 o

f a
ct

iv
ity

 
- 

Pr
oj

ec
t r

ep
or

t 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

A
pp

ro
pr

ia
te

ne
ss

 o
f s

el
ec

tio
n 

of
 ta

rg
et

 g
ro

up
s 

- 
Is

 th
e 

se
le

ct
io

n 
of

 c
or

e 
fa

rm
er

s 
ap

pr
op

ri
at

e?
 

- 
Pr

og
re

ss
 o

f a
ct

iv
ity

 
- 

Pr
oj

ec
t r

ep
or

t 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

A
pp

ro
pr

ia
te

ne
ss

 o
f s

el
ec

tio
n 

of
 C

Ps
 

- 
Is

 th
e 

nu
m

be
r 

an
d 

ca
pa

ci
ty

 o
f C

P 
ap

pr
op

ri
at

e?
 

- 
D

o 
th

ey
 h

av
e 

ad
eq

ua
te

 e
xp

er
ie

nc
es

 a
nd

 
ca

pa
ci

ty
 fo

r 
th

e 
Pr

oj
ec

t a
ct

iv
iti

es
? 

- 
A

ch
ie

ve
m

en
t o

f O
ut

pu
ts

 
- 

Pr
og

re
ss

 o
f a

ct
iv

ity
 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

－186－



添
付
資
料
７
：

評
価
グ
リ
ッ
ド

 

6 
 

EE
vvaa

lluu
aatt

iioo
nn  

IItt
eemm

ss  
EE

vvaa
lluu

aatt
iioo

nn  
IItt

eemm
ss  

EE
vvaa

lluu
aatt

iioo
nn  

QQ
uuee

sstt
iioo

nnss
  

NN
eecc

eess
ssaa

rryy
  DD

aatt
aa  

SSoo
uurr

ccee
  oo

ff  II
nnff

oorr
mm

aatt
iioo

nn  
AA

ccqq
uuii

ssii
ttiioo

nn  
MM

eeaa
nnss

    
  

CC
aatt

eegg
oorr

yy  
A

pp
ro

pr
ia

te
ne

ss
 o

f a
pp

ro
ac

h 
of

 th
e 

di
ss

em
in

at
io

n 
of

 
te

ch
no

lo
gy

 to
 th

e 
fa

rm
er

s 

- 
Is

 th
e 

m
et

ho
d 

of
 th

e 
di

ss
em

in
at

io
n 

of
 

te
ch

no
lo

gy
 a

pp
ro

pr
ia

te
? 

- 
A

ch
ie

ve
m

en
t o

f O
ut

pu
ts

 
- 

Pr
og

re
ss

 o
f a

ct
iv

ity
 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

Su
pe

ri
or

ity
 o

f J
ap

an
es

e 
te

ch
no

lo
gy

  
- 

E
xa

m
pl

e 
th

at
 u

se
 o

f s
up

er
io

ri
ty

 
Ja

pa
ne

se
 te

ch
no

lo
gy

. 
- 

St
ak

eh
ol

de
r’s

 o
pi

ni
on

 
- 

Pr
oj

ec
t r

ep
or

t 
- 

In
te

rv
ie

w
 r

es
ul

ts
 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
 

- 
In

te
rv

ie
w

 
5.

 C
on

fo
rm

ity
 to

 
O

D
A

 p
ol

ic
ie

s 
of

 th
e 

Ja
pa

ne
se

 
go

ve
rn

m
en

t 

C
on

si
st

en
cy

 w
ith

 th
e 

pr
io

ri
tie

s 
in

 J
ap

an
es

e 
O

D
A

 
 

- 
Ja

pa
ne

se
 O

D
A 

po
lic

y 
fo

r 
B

ur
ki

na
 F

as
o 

an
d 

C
ou

nt
ry

 A
ss

is
ta

nc
e 

Pr
og

ra
m

 fo
r 

th
e 

R
ep

ub
lic

 o
f B

ur
ki

na
 F

as
o 

- 
A

id
 p

ol
ic

y 
of

 J
ap

an
 

- 
Ja

pa
n'

s 
ai

d 
po

lic
y 

- 
D

oc
um

en
t s

ur
ve

y 

EEffffeeccttiivveenneessss  

1.
 A

ch
ie

ve
m

en
t o

f 
th

e 
Pr

oj
ec

t p
ur

po
se

 
A

ch
ie

ve
m

en
t o

f t
he

 P
ro

je
ct

 
pu

rp
os

e 

- 
Pr

ob
ab

ili
ty

 o
f a

ch
ie

ve
m

en
t o

f t
he

 p
ro

je
ct

 
pu

rp
os

e 
w

he
n 

re
fe

rr
in

g 
to

 a
 s

ta
tu

s 
of

 
th

e 
ob

je
ct

iv
el

y 
ve

ri
fia

bl
e 

in
di

ca
to

rs
 

- 
C

om
pa

ri
so

n 
be

tw
ee

n 
pl

an
 a

nd
 

ac
hi

ev
em

en
t 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

- 
C

on
st

ra
in

ts
 to

 h
in

de
r 

ac
hi

ev
em

en
t o

f 
th

e 
pr

oj
ec

t p
ur

po
se

, i
f a

ny
 

- 
Pr

og
re

ss
 o

f a
ct

iv
ity

 
- 

St
ak

eh
ol

de
r’s

 o
pi

ni
on

 
- 

Pr
oj

ec
t r

ep
or

t 
 

In
te

rv
ie

w
 r

es
ul

ts
 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
 

- 
In

te
rv

ie
w

 
2.

 C
au

sa
l r

el
at

io
n 

“f
ro

m
 o

ut
pu

ts
 to

 
pr

oj
ec

t p
ur

po
se

” 

C
on

tr
ib

ut
io

n 
of

 o
ut

pu
ts

 fo
r 

ac
hi

ev
in

g 
th

e 
pr

oj
ec

t p
ur

po
se

 
- 

C
on

tr
ib

ut
io

n 
of

 o
ut

pu
ts

 b
as

ed
 o

n 
ac

hi
ev

em
en

t o
f t

he
 v

er
ifi

ab
le

 in
di

ca
to

rs
 

fo
r 

ac
hi

ev
in

g 
th

e 
pr

oj
ec

t p
ur

po
se

 

- 
C

om
pa

ri
so

n 
be

tw
ee

n 
pl

an
 a

nd
 

ac
hi

ev
em

en
t 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
 

 

E
xt

er
na

l c
on

di
tio

ns
 to

 a
ffe

ct
 

ac
hi

ev
em

en
t o

f t
he

 p
ro

je
ct

 
pu

rp
os

e 
 

- 
Is

 e
xt

er
na

l c
on

di
tio

n 
sa

tis
fie

d?
 

- 
Th

e 
pr

ic
e 

of
 s

es
am

e 
in

te
rn

at
io

na
l 

m
ar

ke
t d

oe
s 

no
t m

ar
k 

a 
si

gn
ifi

ca
nt

 d
ow

nt
re

nd
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
 

- 
In

te
rv

ie
w

 

- 
O

th
er

 e
xt

er
na

l c
on

di
tio

ns
 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

EEffffiicciieennccyy  

1.
 P

ro
gr

es
s 

of
 th

e 
in

pu
ts

 
Si

tu
at

io
n 

of
 th

e 
pr

og
re

ss
 o

f 
th

e 
in

pu
ts

 
- 

Ja
pa

ne
se

 s
id

e:
 D

is
pa

tc
h 

of
 th

e 
ex

pe
rt

s,
 

Pr
ov

is
io

n 
of

 e
qu

ip
m

en
t, 

Tr
ai

ni
ng

 in
 

Ja
pa

n,
 L

oc
al

 c
os

t 

- 
In

pu
t o

f t
he

 P
ro

je
ct

 
- 

Pr
og

re
ss

 o
f a

ct
iv

ity
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

- 
B

ur
ki

na
be

 s
id

e:
 A

llo
ca

tio
n 

of
 C

P,
 P

ro
je

ct
 

co
st

 
- 

In
pu

t o
f t

he
 P

ro
je

ct
 

- 
Pr

og
re

ss
 o

f a
ct

iv
ity

 
- 

Pr
oj

ec
t r

ep
or

t 
- 

In
te

rv
ie

w
 r

es
ul

ts
 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
 

- 
In

te
rv

ie
w

 

A
pp

ro
pr

ia
te

ne
ss

 o
f t

he
 in

pu
ts

 
 

- 
A

pp
ro

pr
ia

te
ne

ss
 o

f t
he

 fi
el

d 
of

 th
e 

ex
pe

rt
s,

 S
at

is
fa

ct
io

n 
le

ve
l o

f 
pa

rt
ic

ip
an

ts
 o

f t
he

 tr
ai

ni
ng

s,
 u

til
iz

at
io

n 
of

 r
es

ul
t o

f t
he

 P
ro

je
ct

 

- 
Pr

og
re

ss
 o

f a
ct

iv
ity

 
- 

St
ak

eh
ol

de
r’s

 o
pi

ni
on

 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

N
eg

at
iv

e 
ef

fe
ct

s 
ca

us
ed

 b
y 

is
su

es
 o

n 
th

e 
in

pu
ts

 
- 

A
re

 th
er

e 
an

y 
ne

ga
tiv

e 
ef

fe
ct

s 
ca

us
ed

 b
y 

th
e 

is
su

es
 r

el
at

ed
 to

 in
pu

ts
? 

(s
uc

h 
as

 
de

la
y 

in
 b

ud
ge

t e
xe

cu
tio

n 
/ s

ho
rt

ag
e 

of
 

bu
dg

et
 / 

ab
se

nc
e 

of
 s

ta
ff 

et
c.

) 

- 
Pr

og
re

ss
 o

f a
ct

iv
ity

 
- 

St
ak

eh
ol

de
r’s

 o
pi

ni
on

 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

2.
 A

ch
ie

ve
m

en
t o

f 
th

e 
ou

tp
ut

 
A

ch
ie

ve
m

en
t o

f t
he

 o
ut

pu
t 

 
- 

Si
tu

at
io

n 
of

 a
ch

ie
ve

m
en

t o
f t

he
 o

ut
pu

t 
 

- 
A

ch
ie

ve
m

en
t o

f O
ut

pu
t 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

3.
 C

au
sa

l 
re

la
tio

ns
hi

p 
A

pp
ro

pr
ia

te
ne

ss
 o

f I
np

ut
s 

fo
r 

ac
hi

ev
in

g 
ou

tp
ut

s 
 

- 
Th

e 
ex

ce
ss

 a
nd

 d
ef

ic
ie

nc
y 

in
 r

es
ou

rc
es

 o
f 

th
e 

Pr
oj

ec
t s

uc
h 

as
 h

um
an

 r
es

ou
rc

es
. 

- 
C

om
pa

ri
so

n 
be

tw
ee

n 
pl

an
 a

nd
 

ac
hi

ev
em

en
t 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

－187－



添
付
資
料
７
：

評
価
グ
リ
ッ
ド

 

7 
 

EE
vvaa

lluu
aatt

iioo
nn  

IItt
eemm

ss  
EE

vvaa
lluu

aatt
iioo

nn  
IItt

eemm
ss  

EE
vvaa

lluu
aatt

iioo
nn  

QQ
uuee

sstt
iioo

nnss
  

NN
eecc

eess
ssaa

rryy
  DD

aatt
aa  

SSoo
uurr

ccee
  oo

ff  II
nnff

oorr
mm

aatt
iioo

nn  
AA

ccqq
uuii

ssii
ttiioo

nn  
MM

eeaa
nnss

    
  

CC
aatt

eegg
oorr

yy  
be

tw
ee

n 
th

e 
in

pu
ts

 
an

d 
th

e 
ou

tp
ut

s 
of

 
th

e 
ac

tiv
at

es
 

T
o 

ac
hi

ev
e 

th
e 

ou
tp

ut
s,

 c
an

 

si
tu

at
io

ns
 in

 o
ut

si
de

 o
f 

th
e 

P
ro

je
ct

 

ha
ve

 a
ny

 e
ff

ec
ts

? 

- 
O

th
er

 e
xt

er
na

l c
on

di
ti

on
s 

fo
r 

th
e 

ac
hi

ev
em

en
ts

 o
f 

ou
tp

ut
s 

- 
Pr

od
uc

tio
n 

is
 n

ot
 a

ffe
ct

ed
 b

y 
a 

ve
ry

 p
oo

r 
ha

rv
es

t d
ue

 to
 w

ea
th

er
, 

et
c.

 
- 

H
um

an
 r

es
ou

rc
es

 r
es

po
ns

ib
le

 fo
r 

th
e 

te
ch

ni
ca

l t
ra

ns
m

is
si

on
 a

s 
pa

rt
ic

ip
an

ts
 in

 tr
ai

ni
ng

 a
nd

 o
th

er
s 

co
nt

in
ue

 to
 b

e 
in

vo
lv

ed
 in

 th
e 

pr
oj

ec
t 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

4.
 C

oo
rd

in
at

io
n 

w
ith

 
ot

he
r 

pr
oj

ec
ts

 
C

ol
la

bo
ra

tio
n 

w
ith

 o
th

er
 

JI
C

A
 p

ro
je

ct
 a

nd
 o

th
er

 
co

op
er

at
io

n 
pr

oj
ec

t. 
 

- 
C

oo
pe

ra
tio

n 
an

d 
sy

ne
rg

y 
ef

fe
ct

s 
w

ith
 

ot
he

r 
JI

C
A 

pr
oj

ec
t 

- 
O

th
er

 J
IC

A 
pr

oj
ec

ts
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 - 

 
- 

C
oo

pe
ra

tio
n 

an
d 

sy
ne

rg
y 

ef
fe

ct
s 

w
ith

 
pr

oj
ec

ts
 im

pl
em

en
te

d 
by

 o
th

er
 d

on
or

s 
- 

G
IZ

, I
FC

, I
FA

D
 e

tc
 

IImmppaacctt  

1.
 P

ro
ba

bi
lit

y 
of

 
ac

hi
ev

em
en

t o
f t

he
 

ov
er

al
l g

oa
l 

 

Pr
ob

ab
ili

ty
 o

f a
ch

ie
ve

m
en

t o
f 

th
e 

ov
er

al
l g

oa
l 

- 
Pr

os
pe

ct
 o

f a
ch

ie
ve

m
en

t o
f t

he
 o

ve
ra

ll 
go

al
  

 

- 
D

at
a 

on
 e

xp
or

t v
ol

um
e 

of
 s

es
am

e 
- 

D
eg

re
e 

of
 c

on
tr

ib
ut

io
n 

by
 th

e 
Pr

oj
ec

t f
or

 th
e 

im
pr

ov
em

en
t 

- 
 N

at
io

na
l S

ta
tis

tic
s 

(S
ta

rt
 a

nd
 E

nd
 o

f t
he

 
Pr

oj
ec

t)
 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
- 

In
te

rv
ie

w
  

Fa
ct

or
s 

th
at

 m
ay

 p
ro

m
ot

e 
or

 
hi

nd
er

 g
en

er
at

io
n 

of
 th

e 
ov

er
al

l g
oa

l 

- 
Is

 th
er

e 
hi

gh
 p

os
si

bi
lit

y 
th

at
 th

e 
ex

te
rn

al
 c

on
di

tio
ns

 a
re

 s
at

is
fie

d?
 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

C
on

st
ra

in
in

g 
fa

ct
or

 fo
r 

ac
hi

ev
em

en
t o

f O
ve

ra
ll 

go
al

 
- 

Fa
ct

or
s 

in
hi

bi
t o

r 
pr

om
ot

e 
th

e 
ac

hi
ev

em
en

t o
f o

ve
ra

ll 
go

al
 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

2.
 C

as
ua

l 
re

la
tio

ns
hi

p 
R

el
at

io
ns

hi
p 

be
tw

ee
n 

ov
er

al
l 

go
al

 a
nd

 p
ro

je
ct

 p
ur

po
se

  
- 

Is
n’

t t
he

re
 s

ig
ni

fic
an

t g
ap

 b
et

w
ee

n 
th

e 
O

ve
ra

ll 
G

oa
l a

nd
 th

e 
Pr

oj
ec

t p
ur

po
se

? 
- 

D
oe

s 
th

e 
ac

hi
ev

em
en

t o
f t

he
 P

ro
je

ct
 

pu
rp

os
e 

co
nt

ri
bu

te
 th

e 
ac

hi
ev

em
en

t o
f 

th
e 

O
ve

ra
ll 

G
oa

l?
 

- 
R

ev
ie

w
 o

f P
D

M
 a

nd
 P

O
 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
PD

M
, P

O
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
 

- 
In

te
rv

ie
w

 

3.
 S

pi
llo

ve
r 

ef
fe

ct
s:

 
po

si
tiv

e 
Po

si
tiv

e 
im

pa
ct

 
- 

A
re

 th
er

e 
an

y 
po

si
tiv

e 
im

pa
ct

s 
of

 th
e 

Pr
oj

ec
t?

 
- 

Pr
og

re
ss

 o
f a

ct
iv

ity
 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

4.
 S

pi
llo

ve
r 

ef
fe

ct
s:

 
ne

ga
tiv

e 
N

eg
at

iv
e 

im
pa

ct
 

- 
A

re
 th

er
e 

an
y 

ne
ga

tiv
e 

im
pa

ct
s 

of
 th

e 
Pr

oj
ec

t?
 

- 
Pr

og
re

ss
 o

f a
ct

iv
ity

 
- 

St
ak

eh
ol

de
r’s

 o
pi

ni
on

 
- 

Pr
oj

ec
t r

ep
or

t 
- 

In
te

rv
ie

w
 r

es
ul

ts
 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
 

- 
In

te
rv

ie
w

 

SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  

1.
 P

ol
iti

ca
l a

sp
ec

t 
 

Po
lic

ie
s 

in
 th

e 
po

st
 p

ro
je

ct
 

st
ag

e 
- 

Po
ss

ib
ili

ty
 o

f c
on

tin
ua

tio
n 

of
 p

ol
iti

ca
l 

as
si

st
an

ce
 in

 p
os

t p
ro

je
ct

 s
ta

ge
. 

- 
D

ev
el

op
m

en
t p

ol
ic

y 
of

 G
ov

’t 
of

 B
F 

- 
O

w
ne

rs
hi

p 
of

 G
ov

’t 
of

 B
F 

- 
St

ak
eh

ol
de

r’s
 o

pi
ni

on
 

- 
Po

lic
y 

do
cu

m
en

ts
  

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 

- 
D

oc
um

en
ta

ry
 s

ur
ve

y 
 

- 
In

te
rv

ie
w

 

2.
 In

st
itu

tio
na

l 
as

pe
ct

 
In

st
itu

tio
na

l c
ap

ac
ity

 o
f 

C
Ps

 c
on

tin
ue

 th
e 

ac
tiv

iti
es

 in
 

th
e 

po
st

 p
ro

je
ct

 s
ta

ge
  

- 
St

ru
ct

ur
e 

to
 c

on
tin

ue
 th

e 
ac

tiv
iti

es
 b

y 
B

ur
ki

na
be

 s
id

e 
in

 p
os

t p
ro

je
ct

 s
ta

ge
. 

- 
M

an
da

te
 o

f C
P 

an
d 

ot
he

r 
re

la
te

d 
au

th
or

ity
 

- 
St

ru
ct

ur
e 

in
 th

e 
po

st
 p

ro
je

ct
 

pe
ri

od
. 

 
- 

O
w

ne
rs

hi
p 

of
 C

P 
an

d 
fa

rm
er

s 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

3.
 F

in
an

ci
al

 a
sp

ec
t 

C
os

t e
st

im
at

io
n 

fo
r 

un
de

rt
ak

in
g 

th
e 

ne
ce

ss
ar

y 
ac

tiv
iti

es
 th

at
 s

ho
ul

d 
be

 
co

nt
in

ue
d 

in
 th

e 
po

st
 p

ro
je

ct
 

st
ag

e 

- 
Po

ss
ib

ili
ty

 o
f c

on
tin

ua
tio

n 
of

 b
ud

ge
t 

al
lo

ca
tio

n 
fo

r 
th

e 
ac

tiv
iti

es
 in

 p
os

t 
pr

oj
ec

t s
ta

ge
. 

 

- 
B

ud
ge

t p
la

n 
of

 D
G

PE
R

, I
N

E
R

A
 

an
d 

D
G

PV
 

- 
A

va
ila

bi
lit

y 
of

 a
no

th
er

 fi
na

nc
ia

l 
so

ur
ce

 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

－188－



添
付
資
料
７
：

評
価
グ
リ
ッ
ド

 

8 
 

EE
vvaa

lluu
aatt

iioo
nn  

IItt
eemm

ss  
EE

vvaa
lluu

aatt
iioo

nn  
IItt

eemm
ss  

EE
vvaa

lluu
aatt

iioo
nn  

QQ
uuee

sstt
iioo

nnss
  

NN
eecc

eess
ssaa

rryy
  DD

aatt
aa  

SSoo
uurr

ccee
  oo

ff  II
nnff

oorr
mm

aatt
iioo

nn  
AA

ccqq
uuii

ssii
ttiioo

nn  
MM

eeaa
nnss

    
  

CC
aatt

eegg
oorr

yy  
4.

 T
ec

hn
ic

al
 a

sp
ec

t 
Te

ch
ni

ca
l c

ap
ac

ity
 o

f t
he

 C
P 

st
af

f t
o 

un
de

rt
ak

e 
ne

ce
ss

ar
y 

ta
sk

s 
th

at
 s

ho
ul

d 
be

 
co

nt
in

ue
d 

in
 th

e 
po

st
 p

ro
je

ct
 

st
ag

e 
 

- 
Si

tu
at

io
n 

of
 u

til
iz

at
io

n 
of

 te
ch

ni
qu

es
 

an
d 

re
su

lt 
of

 th
e 

Pr
oj

ec
t. 

- 
H

ow
 w

ill
 th

e 
de

liv
er

ab
le

s 
of

 th
e 

Pr
oj

ec
t 

be
 u

til
iz

ed
 / 

up
da

te
d?

  

- 
Pr

og
re

ss
 o

f t
ec

hn
ic

al
 tr

an
sf

er
 

- 
Sk

ill
 a

nd
 k

no
w

le
dg

e 
to

 m
ai

nt
ai

n 
th

e 
m

at
er

ia
l a

nd
 e

qu
ip

m
en

t 

- 
Pr

oj
ec

t r
ep

or
t 

- 
In

te
rv

ie
w

 r
es

ul
ts

 
- 

D
oc

um
en

ta
ry

 s
ur

ve
y 

 
- 

In
te

rv
ie

w
 

 

－189－








	表紙
	序文
	目次
	プロジェクト位置図
	写真
	略語表
	評価調査結果要約表（和・英）
	第１章　終了時評価調査の概要
	第２章　プロジェクトの概要
	第３章　調査結果
	第４章　5項目評価
	第５章　提言・教訓
	付属資料
	１．ミニッツ及び合同評価レポート（英文）
	２．ミニッツ及び合同評価レポート（仏文）
	３．調査日程
	４．PDM Version 2
	５．PDM変更内容
	６．PO Version 2
	７．評価グリッド




