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表 2.1.1

地方政府改革フェーズⅠで選ばれた 35 地方自治体

ARUSHA REGION MOROGORO REGION

1. Arusha Municipal Council 1. Morogoro Municipal Council
2. Hanang District Council 2. Ulanga District Council

3. Babati District Council

4. Monduli District Council MBEYA REGION

5. Simanjiro District Council 1. Mbeya Municipal Council

6. Kiteto District Council 2. Rungwe District Council

COAST REGION MTWARA REGION

1. Kisarawe District Council 1. Mtwara Town Council
2. Masasi District Council

DAR ES SALAAM REGION

1. Dar es Salaam City Council MWANZA REGION

1. Mwanza Municipal Council

DODOMA REGION 2.  Magu District Council

1. Dodoma Municipal Council

2. Kondoa District Council RUKWA REGION
3. Mpwapwa District Council 1. Sumbawanga District Council

IRINGA REGION RUVUMA REGION

1. Iringa Municipal Council 1. Songea District Council

2. Iringa District Council

SHINYANGA REGION

KAGERA REGION 1. Shinyanga Town Council

1. Bukoba District Council 2. Shinyanga District Council

KIGOMA REGION SINGIDA REGION

1. Kasulu District Council 1. Singida District Council

KILIMANJARO REGION TABORA REGION

1. Moshi Municipal Council 1. Tabora Municipal Council

2. Hai District Council
TANGA REGION

LINDI REGION 1. Tanga Municipal Council

1. Lindi Town Council

2. Kilwa District Council

MARA REGION

1. Musoma Town Council



(unit:1,000 ton)

州 Morogoro Mbeya Iringa Arusha Kilimanjaro Tanga    主な生産州

オレンジ 9,400 - - 200 2,800 63,600 Tanga
バナナ 56,300 119,000 12,000 211,000 - 48,300 Arusha
ル 15,600 - - - 300 106,000 Tanga
マンゴー 12,100 - - 400 2,000 98,000 Tanga
キャベツ 8,300 - 152,000 700 10,200 59,400 Iringa
トマト 24,100 - 20,000 800 - 49,500 Tanga
マメ類 200 400 123,000 - 800 - Iringa
モモ 2,500 - - - 800 2,000 Morogoro
リンゴ 100 - - 200 300 3,000 Tanga
ナシ 300 - 800 900 160,800 Tanga
タマネギ 11,000 - 25,000 9,200 2,400 7,500 Iringa
ス 4,100 - - 900 200 - Morogoro
ニンジン 300 - - 400 200 - Arusha
ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ - - 14,000 - - - Iringa
プラム - - 400 - 300 14,800 Tanga
アボガド - - - 500 3,400 900 Kilimanjaro
バラ - - - 1,000 - - Arusha
ナス - - - - 300 2,000 Tanga
ピーマン - - - 100 100 2,700 Tanga
パパイヤ - - - 300 500 175,300 Tanga
Notice: Mbeya州の場合、表には出ていないが、野菜が31,300トン、バナナを除く果実が52,500トンとなっている

Source: Marketing Arrangement for Horticultural Production in Tanzania in 1994/95

表  2.1.2  野菜生産地域の年間生産量
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表 3.1.1    コースト州の気象条件

Station: Dar Es Salaam

Items unit Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
Total/
Mean

Rainfall mm 80.2 64.3 135.5 233.8 226.8 40.7 20.8 27.6 17.5 80.8 124.7 113.9 1,166.6
Temperature (Max.daily) ℃ 31.8 32.4 32.2 30.9 29.8 29.4 29.1 29.4 30.4 31.0 31.4 31.6 30.8
Temperature (Min.daily) ℃ 23.5 23.5 22.8 22.5 21.3 19.1 18.1 18.1 18.4 19.8 21.3 22.9 20.9
Temperature (Ave.daily) ℃ 27.7 28.0 27.5 26.7 25.6 24.3 23.6 23.8 24.4 25.4 26.4 27.3 25.9
Air Humidity (Max.) % 79.2 77.0 82.8 87.3 86.5 84.2 85.4 84.3 77.2 74.7 75.3 78.0 81.0
Air Humidity (Min.) % 64.9 61.6 67.9 73.1 68.4 59.0 56.7 55.3 53.2 56.9 61.6 65.5 62.0
Air Humidity (Ave.) % 72.1 69.3 75.4 80.2 77.5 71.6 71.1 69.8 65.2 65.8 68.5 71.8 71.5
Wind Speed m/sec 9.85 8.45 5.21 6.55 7.15 8.15 8.42 6.99 7.53 7.86 7.18 9.44 7.7
Sunshine (Ave.daily) hours 7.48 8.16 6.43 5.53 6.24 7.71 7.49 7.47 8.30 8.41 8.39 7.35 7.4

Station: Kibaha

Items unit Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
Total/
Mean

Rainfall mm 70.4 58.5 164.0 207.7 153.6 26.4 13.6 15.4 16.1 77.5 89.0 92.9 985.2
Temperature (Max.daily) ℃ - - - - - - - - - - - - -
Temperature (Min.daily) ℃ - - - - - - - - - - - - -
Temperature (Ave.daily) ℃ 27.3 27.6 27.6 26.4 25.3 24.2 23.8 23.9 24.6 25.5 26.3 27.0 25.8
Air Humidity (Max.) % - - - - - - - - - - - - -
Air Humidity (Min.) % - - - - - - - - - - - - -
Air Humidity (Ave.) % - - - - - - - - - - - - -
Wind Speed m/sec - - - - - - - - - - - - -
Sunshine (Ave.daily) hours - - - - - - - - - - - - -

Station: Bagamoyo

Items unit Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
Total/
Mean

Rainfall mm 80.6 66.0 92.3 240.8 200.5 41.4 28.3 39.8 18.2 69.6 94.9 111.2 1,083.6
Temperature (Max.daily) ℃ - - - - - - - - - - - - -
Temperature (Min.daily) ℃ - - - - - - - - - - - - -
Temperature (Ave.daily) ℃ - - - - - - - - - - - - -
Air Humidity (Max.) % - - - - - - - - - - - - -
Air Humidity (Min.) % - - - - - - - - - - - - -
Air Humidity (Ave.) % - - - - - - - - - - - - -
Wind Speed m/sec - - - - - - - - - - - - -
Sunshine (Ave.daily) hours - - - - - - - - - - - - -

Station: Morogoro

Items unit Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
Total/
Mean

Rainfall mm 93.1 96.6 128.3 194.8 92.0 16.8 12.8 8.8 7.0 34.2 66.6 103.6 854.6
Temperature(Max.daily) ℃ - - - - - - - - - - - - -
Temperature(Min.daily) ℃ - - - - - - - - - - - - -
Temperature(Ave.daily) ℃ 26.4 26.8 26.4 25.3 23.9 21.9 21.4 22.0 23.3 24.8 26.0 26.4 24.6
Air Humidity(Max.) % 79.8 80.7 82.5 89.0 89.4 87.8 84.9 83.5 77.9 74.5 74.6 76.0 81.7
Air Humidity(Min.) % 53.7 52.4 58.1 70.1 65.0 57.6 51.0 46.9 42.5 44.7 48.1 52.6 53.6
Air Humidity(Ave.) % 66.7 66.5 70.3 79.5 77.2 72.7 68.0 65.2 60.2 59.6 61.3 64.3 67.6
Wind Speed m/sec 4.21 2.77 2.24 1.18 1.10 1.55 2.89 2.42 1.45 2.57 2.77 4.47 2.5
Sunshine(Ave.daily) hours 7.79 7.56 6.80 5.78 5.61 6.45 6.26 6.34 7.14 7.84 8.10 7.79 7.0

Station: Utete

Items unit Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
Total/
Mean

Rainfall mm 119.8 84.4 145.9 162.9 90.1 7.5 7.8 5.6 8.4 39.1 69.9 135.7 877.0
Temperature (Max.daily) ℃ - - - - - - - - - - - - -
Temperature (Min.daily) ℃ - - - - - - - - - - - - -
Temperature (Ave.daily) ℃ - - - - - - - - - - - - -
Air Humidity (Max.) % - - - - - - - - - - - - -
Air Humidity (Min.) % - - - - - - - - - - - - -
Air Humidity (Ave.) % - - - - - - - - - - - - -
Wind Speed m/sec - - - - - - - - - - - - -
Sunshine (Ave.daily) hours - - - - - - - - - - - - -

Station: Mafia

Items unit Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
Total/
Mean

Rainfall mm 133.6 82.5 272.6 446.2 309.3 91.5 47.4 28.4 15.7 46.3 140.7 212.4 1,826.6
Temperature (Max.daily) ℃ - - - - - - - - - - - - -
Temperature (Min.daily) ℃ - - - - - - - - - - - - -
Temperature (Ave.daily) ℃ - - - - - - - - - - - - -
Air Humidity (Max.) % - - - - - - - - - - - - -
Air Humidity (Min.) % - - - - - - - - - - - - -
Air Humidity (Ave.) % - - - - - - - - - - - - -
Wind Speed m/sec - - - - - - - - - - - - -
Sunshine (Ave.daily) hours - - - - - - - - - - - - -

Note: (-) Not observed, or there are some missing data during latest 20 years.
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表 3.1.2  ゾーン別の水文地質特性及び地下水利用可能性

ゾーン 副ゾーン 水文地質特性 地下水水深 地下水利用可能性 *区分

A - Ruvu川北西部の先カンブリア紀基岩域
などは、本ゾーンに区分される。一部に
は、地下水が表出して渓流、湧泉などを

形成している。本ゾーン内の村民は、小
渓谷沖積層に浅井戸を設けて利水してい
ることが多い。

地下水位は、0～12m の
範囲で、季節、位置に
より大きく変動してい

る。

深井戸は不適である。沖
積層を選んで浅井戸を作
井すれば、ある程度の用

水供給が可能であろう。
III

B-1 A ゾーンの先カンブリア期層と Ruvu 川

河床間に展開する中生代堆積層で構成さ
れる。

地下水は認められな

い。

あらゆる地下水利用は不

可能である。 V
B

B-2 A ゾーンの先カンブリア紀層と Ruvu 川
河床間に展開する中生代後期から新生代

堆積層で構成される。

地下水位は、0～12m の
範囲で、季節、位置に

より大きく変動してい
る。

限定された沖積層域で、
広口浅井戸での用水供給

の可能性はあるが、容量
は限られている。

IV

C - 主に、Wami川、Ruvu川及び Rufiji川な
どの大河川氾濫原に展開している。透水

性に富んでおり、隣接地からの豊富な地
下水流入が見られる。

地下水位は浅く、数m
以内に存在する。

洪水氾濫原、あるいは沖
積層で広口円状浅井戸に

よる豊富な地下水利用が
可能である。さらに、場
所によっては深井戸の作

井も可能である。

I

D-1 河川氾濫域とインド洋に挟まれる全ての
範囲が本ゾーンに区分される。本ゾーン
の中の副ゾーン D-1は、新生代の台地地

形部分である。小河川沖積層部には、多
くの村落で浅井戸の利用がみられるが、
乾季には利水できないものが多い。

地下水位は、0～12m の
範囲で、季節、位置に
より大きく変動してい

る。

沖積層を選んで浅井戸を
作井すれば、ある程度の
用水供給が可能であろ

う。
III

D-2 本副ゾーンは、D ゾーンの中で、中生代

基岩に属する。

地下水位は、0～12m の

範囲で、季節、位置に
より大きく変動してい
る。

沖積層を選んで浅井戸を

作井すれば、ある程度の
用水供給が可能であろ
う。

III

D-3 本副ゾーンは、窪地部に沖積物が埋積し

た新第三紀丘陵と、白亜紀の露頭を含ん
だ地区からなっている。

地下水位は、0～12m の

範囲で、季節、位置に
よりかなり変動してい
る。

沖積層を選んで浅井戸を

作井すれば、ある程度の
用水供給が可能であろ
う。

III

D

D-4 本副ゾーンは、第四紀堆積物からなる広

域平坦部である。

地下水位は、o～6m の

範囲で、季節、位置に
よりかなり変動してい
る。

小河川沖積層での浅井戸

利用は有望である。塩分
進入対策を適切に講じれ
ば、深井戸利用も可能で

ある｡

II

E - コースト州南西部の、Karoo 堆積物の卓
越した限られた範囲である。温泉が見ら
れるほか、流出も雨季の出水期に限られ

ている。

地下水は認められな
い。

地下水利用の可能性はほ
とんどない。

V

F-1 本副ゾーンは、Karoo 堆積地区に隣接す
る Rufiji 川洪水氾濫域の南方部の新世紀
高地である。小河川沖積層には浅井戸利

用が見られるが、シルト粘土層の存在に
よって作井範囲も限られている。

Utete近隣には温泉が
認められる。低平地で
は、2～3m 下に地下水

が認められるが、台地
では標高に応じて地下
水深は深い。

沖積層を選んで浅井戸を
作井すれば、ある程度の
用水供給が可能であろ

う。
III

F

F-2 本副ゾーンは、D-4 副ゾーンに類似した

第四紀堆積物からなる広域平坦部であ
る。

低平地では、2～3m 下

に地下水が認められる
が、台地部では標高に
応じて地下水深は深

い。

沖積層を選んで浅井戸を

作井すれば、ある程度の
用水供給が可能である
が、海岸に近い地域では

塩水遡上に対する配慮が
必要である。

III

G - 本ゾーンは、独特な水文地質形態を形成
しているMafia島を包括するものであ

る。
真水地下水は、塩水化した地下水の上層
部にレンズ状に存在している。塩水化対

策が本ゾーンの大きな課題である。

2～3m 下に地下水が認
められる。いずれの地

区でも、標高マイナス
3m まで掘削すれば地
下水面にいたる。

渓流沖積部あるいは低平
地では、広口浅井戸によ

る利水が可能である。い
ずれの地区でも、塩水化
防止配慮が重要である。

II

地下水利用区分: I: 非常にポテンシャルが高い II: 利用ポテンシャルが高い III: 利用可能である

IV: 利用が限られている V: 利用が難しい VI: 利用不可である
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表 3.2.1  州の年間平均 GDP 分布（1980-1994）

Region Average Annual GDP contribution (%)
Dar es Salaam 20.33
Arusha 7.80
Mwanza 7.67
Mbeya 6.00
Shinyanga 5.80
Iringa 5.53
Tanga 5.52
Morogoro 4.67
Kagera 4.60
Kilimanjaro 3.67
Mara 3.47
Tabora 3.40
Ruvuma 3.33
Mtwara 3.27
Rukwa 3.13
Dodoma 3.07
Singida 2.87
Kigoma 2.53
Lindi 2.00
Coast 1.00
Total 100.00

Source: The Coast Region Socio-economic Profile, 1997

表 3.2.2  10 歳以上の識字率

Region 1978 1988

Kilimanjaro 74.1 80.8
Dar es Salaam 73.3 80.7
Ruvuma 66.3 70.5
Iringa 54.0 68.3
Tanga 60.6 66.0
Mara 56.4 63.9
Morogoro 58.6 62.8
Mbeya 49.2 61.9
Kagera 52.9 59.5
Rukwa 48.5 58.6
Arusha 41.9 58.1
Singida 46.7 57.4
Mwanza 44.3 57.3
Mtwara 51.4 57.1
Dodoma 49.5 55.5
Kigoma 43.7 55.1
Lindi 48.4 53.8
Coast 44.0 51.1
Tabora 40.5 50.5
Shinyanga 33.2 48.3
Source: The Coast Region Socio-economic Profile, 1997



Age Groups (Years) Total
District Sex 0-14 15-24 25-64 65 over Not Stated

Bagamoyo Males 38,734 14,742 26,516 5,544 85,536
Females 37,967 16,436 29,050 4,896 33 88,382
Total 76,701 31,178 55,566 10,440 33 173,918

Kibaha Males 16,981 7,531 12,751 3,866 166 41,295
Females 16,797 7,898 14,047 2,595 389 41,723
Total 33,778 15,429 26,798 6,461 552 83,018

Kisarawe Males 42,482 13,570 27,407 10,202 461 94,122
Females 41,397 16,333 34,112 9,385 360 101,587
Total 83,879 29,903 61,519 19,587 821 195,709

Rufiji Males 33,209 11,261 21,382 5,761 71,613
Females 33,091 13,441 27,752 6,419 80,703
Total 66,300 24,702 49,134 12,180 152,316

Mafia Males 7,359 3,306 5,789 731 17,185
Females 7,114 3,056 4,966 733 15,869
Total 14,473 6,362 10,755 1,464 33,054

Total Males 138,815 50,410 93,845 26,104 627 309,751
Females 136,316 57,164 109,927 24,028 779 328,264
Total 275,131 107,574 203,772 50,132 1,406 638,015

Source:Population Census 1988.

表  3.2.3    性別・年齢別人口分布

                    ディストリクト別　（1988）
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(km) (km/km2)

Name of District Name of Division Area (km2) Trunk Road Regional Road District Road Feeder Road Total Road Density

BAGAMOYO KWARUHOMBO 1,030 0.0 68.0 0.0 44.8 112.8 0.110

MIONO 4,097 45.0 64.0 0.0 71.8 180.8 0.044

MSATA 755 0.0 64.0 22.0 56.6 142.6 0.189

MSOGA 2,541 79.0 0.0 51.0 85.6 215.6 0.085

MWAMBAO 641 0.0 157.0 0.0 103.4 260.4 0.406

YOMBO 778 30.0 0.0 0.0 19.8 49.8 0.064

Sub-total 9,842 154.0 353.0 73.0 382.0 962.0 0.098

MAFIA KUSINI 276 0.0 36.2 19.2 55.9 111.4 0.403

KASKAZINI 242 0.0 31.8 16.8 49.1 97.6 0.403

Sub-total 518 0.0 68.0 36.0 105.0 209.0 0.403

MKURANGA KISIJU 503 27.0 20.0 24.0 48.0 119.0 0.237

MKAMBA 990 18.0 0.0 57.5 52.0 127.5 0.129

MKURANGA 805 65.0 12.0 100.5 91.0 268.5 0.334

SHUNGUBWENI 134 0.0 13.0 30.0 37.0 80.0 0.597

Sub-total 2,432 110.0 45.0 212.0 228.0 595.0 0.245

KISARAWE CHOLESAMVULA 1,534 0.0 25.0 10.0 65.0 100.0 0.065

SUNGWI 937 0.0 53.0 40.0 82.0 175.0 0.187

MANEROMANGO 837 0.0 34.0 26.0 54.0 114.0 0.136

MZENGA 1,156 0.0 49.0 36.0 144.0 229.0 0.198

Sub-total 4,464 0.0 161.0 112.0 345.0 618.0 0.138

KIBAHA KIBAHA 546 35.0 0.0 143.0 67.5 245.5 0.450

MLANDIZI 869 10.0 45.0 25.0 20.0 100.0 0.115

RUVU 397 0.0 32.0 74.0 8.0 114.0 0.287

Sub-total 1,812 45.0 77.0 242.0 95.5 459.5 0.254

RUFIJI IKWIRIRI 575 24.0 0.0 5.0 10.0 39.0 0.068

KIBITI 1,811 51.0 54.0 10.0 198.0 313.0 0.173

KIKALE 1,151 0.0 5.0 36.0 41.0 82.0 0.071

MKONGO 6,776 0.0 63.0 164.0 49.0 276.0 0.041

MBWERA 512 0.0 0.0 0.0 19.0 19.0 0.037

MHORO 2,514 43.0 0.0 0.0 107.0 150.0 0.060

Sub-total 13,339 118.0 122.0 215.0 424.0 879.0 0.066

Whole Region 32,407 427 826 890 1,580 3,723 0.115

表  3.2.4    コースト州のディストリクト別　道路分布
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(Unit: ton)
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 Average Remark

Vegetables
Tomato 33,383 34,022 37,044 45,412 74,614 114,920 44,895 ex. 95/96
Cabbage 11,841 12,060 23,050 17,593 25,573 178,480 18,023 ex. 95/96
Onion 24,059 16,108 16,319 19,609 22,238 33,766 22,017
Amaranthus 5,997 6,935 6,940 7,627 16,936 15,801 10,039
Chinese Cabbage 2,402 2,432 2,465 2,554 2,748 2,560 2,527
Okra 277 295 306 319 375 434 334
Carrot 107 157 207 254 308 308 224
Garden Pea 132 134 136 138 200 23,250 148 ex. 95/96
Swisschard 2 2 2 2 40 111 10 ex. 95/96
Garlic 13 22 19 22 39 48 27
Ginger 158 205 213 185 330 446 256

Fruits
Orange 38,507 25,823 27,051 41,354 47,850 42,436 37,170
Mango 61,351 45,394 45,266 62,467 64,432 55,039 55,658
Papaya 1,740 1,663 1,774 5,208 9,585 3,902 3,979
Pineapple 24,018 26,718 37,150 34,023 39,748 40,546 33,701
Banana 92,885 55,520 63,105 71,187 74,732 76,964 72,399
Guava 2,470 2,431 2,550 2,691 4,582 3,772 3,083
Passionfruit 1,009 1,013 1,553 1,680 1,707 1,906 1,478
Lemon 2,975 3,453 4,000 4,454 8,082 5,684 4,775
Mandarin 1,963 2,093 2,223 2,363 2,786 2,563 2,332
Avocado 309 399 707 789 778 1,871 596 ex. 95/96
Soursop 30 25 22 30 1,318 353 296
Peach 1,919 2,060 2,200 2,321 2,382 2,482 2,227
Plum 401 480 501 512 516 1,324 482 ex. 95/96
Pear 166 189 239 241 244 1,261 216 ex. 95/96
Apple 76 91 106 106 120 536 100 ex. 95/96

Source: Horticultural Development in Kibaha District, Coast Region, TISCO, 1997

表  3.3.1   タンザニアの園芸作物生産
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(Unit: ton)
Crop District 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97

Pineapple Bagamoyo 4,566 5,020 5,556 6,350 7,650 9,066 9,975
Kisarawe 2,300 2,520 2,755 3,265 3,760 4,250 6,237
Kibaha 990 1,000 1,103 1,250 1,550 1,780 1,958
Rufiji 185 200 220 230 204 270 300
Mafia 21 21 30 40 55 60 60
Total 8,062 8,761 9,664 11,135 13,219 15,426 18,530

Mango Bagamoyo 530 585 645 730 870 960 1,050
Kisarawe 540 935 1,025 1,127 1,088 1,200 1,220
Kibaha 401 445 500 530 540 680 750
Rufiji 980 1,020 1,250 1,355 1,850 1,932 2,000
Mafia 90 100 110 120 136 150 150
Total 2,541 3,085 3,530 3,862 4,484 4,922 5,170

Orange Bagamoyo 1,440 1,900 2,045 2,240 2,400 3,400 3,760
Kisarawe 3,327 3,655 4,018 4,419 5,180 5,670 4,475
Kibaha 1,680 1,850 2,045 2,580 2,870 3,090 3,399
Rufiji 1,923 2,114 2,320 2,900 3,250 3,550 3,905
Mafia 270 300 345 405 456 515 515
Total 8,640 9,819 10,773 12,544 14,156 16,225 16,054

Tomato Bagamoyo 1,350 1,415 1,650 1,800 2,000 2,500 2,700
Kisarawe 2,240 2,550 2,775 3,045 3,900 4,200 4,000
Kibaha 680 780 870 960 1,210 1,340 1,450
Rufiji 335 345 375 420 495 550 550
Mafia 15 15 15 30 45 62 60
Total 4,620 5,105 5,685 6,255 7,650 8,652 8,760

Source: Horticulture Unit, Ministry of Agriculture

表  3.3.2    コースト州の園芸作物生産
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表  3.3.4   果実と野菜の季節的供給

Production Peak Season Supplied 
Product Period Northern Highland Zone Southern Highland Zone Coastal Zone

Vegetables
Leaf Vegetable A
Beans A Ki'n:9-12
Irish Potato A Ki'n: 9-2 Irin:3-7
Tomatoes A Aru: 7-9 Ki'n: 8-2 Moro:8-12

Onions A Aru:7-9 Ki'n:8-12 Mbeya:7-10 Irin:4-12 Moro: 8-11
Carrots A Ki'n:8-10
Cabbage A Ki'n:8-12 Irin:4-12 Moro:6-8
Cauliflower A
Chillies A Aru:2-7
Egg Plant A Aru:5-8 Ki'n:8-12 Mbeya:11-5
Toropical Fruits
Passion Fruit B Ki'n: 8-3
Pawpaw B Ki'n:9-11 Tanga:9-11 Coast:9-12
Ripe Banana A Ki'n:9-12 Tanga:9-12
Oranges B Ki'n: 3-7 Tanga: 4-6 Mbeya: 3-8 Moro: 4-8 Coast:4-6
Pinapples B Ki'n:11-2 Tanga:11-1 Moro:11-1 Coast:11-12
Mangoes B Ki'n:12-2 Tanga:12-2 Mbeya:11-5 Coast:11-1
Avocado A Ki'n: 5-7 Tanga: 1-5 Mbeya:11-5
Tangerines B Tanga:5-7 Mbeya:3-8 Moro:4-8 Coast:4-6
Temparate Fruits
Pears B Mbeya:11-5 Irin: 3-4 Moro:2-4
Aples B Mbeya:11-6 Irin: 3-4
Plums B Mbeya:11-7 Irin 3-7 Moro:10-1
Peachs B Ki'n:11-1 Irin:11-1 Moro: 2-4
Source: JICA Study Team
Note: A=Products produced throughtout the year;  B=Product produced seasonaly
           Ki'n:= Kilimanjaro, Irin:=Irringa, Moro:= Morogoro
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Potato Tomato Cabbage Onion
Farmer

Selling price (a) 45.8 88.9 23.1 75.0
Production cost (b) 12.9 18.6 3.4 11.9
Profit (c) 32.9 70.3 19.7 63.1
 c/b 2.5 3.8 5.8 5.3

Wholesaler
Buying price (d) 45.8 88.9 23.1 75.0
Marketing cost (e) 15.2 35.5 25.0 28.0
Profit (f) 14.0 20.0 28.8 47.0
Selling price (g) 75.0 144.4 76.9 150.0
Rate of margin (f/g) 18.7 13.9 37.5 31.3

Retailer
Buying price (h) 75.0 144.4 76.9 150.0
Marketing cost (i) 18.3 5.1 1.9 6.3
Profit (j) 23.3 28.2 9.6 213.1
Selling price(k) 120.0 177.7 88.5 369.4
Rate of margin (i/k) 23.3 15.9 10.8 57.7

Source: Marketing Arrangements for Horticultural Produce in Tanzania, 1996
Note: Marketing costs and margin of each potato, tomato, cabbage and onion are between Dar es Salaam
           and Mbeya, Iringa, Njombe and Rujewa, respectively. 

表  3.3.6  主な野菜のコストとマージン
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灌漑スキーム名 位置 概要 対象面積
(ha)

スキームの現状

1 Bagamoyo灌漑開発

事業 (BIDP)
 Ruvu 川沿いの
Bagamoyo 県内農
地

1986年、JICAのミニプロ案件として開始され
た。本件は、Bagamoyo県内の小規模稲作農家の
営農強化を目指したもので､現在はパイロット
ファームが活発な農家組合活動の下で適正に運
用されている。

2,000 20haの試験圃場は完成して
運用中、 100ha（予定）のパ
イロットファームもほぼ完
成。

2 FARUHI/JENETA
灌漑スキーム

 Ruvu 川沿いの
Bagamoyo 県内農
地

民間企業 FARUHIの所有するもので、米を主作
物として計画されている。

4,000 基本計画調査が進行中。

3 Ikwariri農業開発事
業

Reufiji 川沿岸の
Rufiji県内Ikwiriri地
区

小規模農家稲作促進事業としてイラン国政府の
支援で開始された。完成後、Ikwiriri内の受益農
民組織に移管された。

10,000 現在、米作は60ha程度に減
少している。

4 KIGONGONI刑務
所圃場

 Ruvu 川沿いの
Bagamoyo 県内農
地

刑務所の関連施設として開始された。 650 現在、灌漑は行なわれてい
ない。

5 KISESE灌漑スキー
ム

 Rufiji川、Kisese支
川沿いのKisarawe
県内農地

小規模農家灌漑事業として、稲作促進を目的に
計画された。

1,500 F/S調査が完了した段階であ
る。

6 MABRUKI圃場  Ruvu 川沿いの
Kibaha県内農地

個人による企画で、米及びその他の食用作物栽
培を目指している。

280 基本計画調査が進行中。

7 MAFIZI NYANI Kisarawe県内農地 現在調査中の事業で、米を主作物として計画し
ている。

500 基本計画調査が進行中。

8 MAKURUNGE灌
漑スキーム

 Ruvu 川沿いの
Bagamoyo 県内農
地

70年代に MAKURUNGE村によって、米および
その他の食用作物栽培を目指して開始された。

250 ポンプの廃棄、組合活動の
停滞などにより、現在は機
能していない。

9 MATIPWILI灌漑ス
キーム

 Wami川沿いの
Bagamoyo県内農地

70年代に ドイツ政府の支援によって、米作栽培
促進を目指して開始された。

500 組合活動の停滞などによ
り、現在は機能していな
い。

10 MATSUSHITA灌
漑スキーム

 Ruvu 川沿いの
Bagamoyo 県内農
地

MATSUSHITA電気会社が同社の関連社員の食
料生産を目的に設立した。

400 現在は、生産活動をしてい
ない。

11 MKOKO灌漑ス
キーム

 Wami川沿いの
Bagamoyo 県内農
地

70年代に MUKOKO村が米作促進を目指して開
始した。

50 現在の活動は、低迷してい
る。

12 MKUU灌漑スキー
ム

Mkuranga県内農地 現在調査中の事業で、米を主作物として計画し
ている。

500 基本計画調査が進行中。

13 FRANCIS氏

MTWALE
 Ruvu 川沿いの
Bagamoyo 県内農
地

個人による企画で、米栽培促進を目指してい
る。

50 基本計画調査が進行中。

14 Mzizima圃場  Ruvu 川沿いの
Bagamoyo 県内農
地

民間企業 によって、米、サトウキビ、パイン
アップル、柑橘類、豆類などの栽培促進を目指
している。

900 現在、目標栽培面積を下
回った運用状況にある。

15 NAFCO-RUVU  Ruvu 川沿いの
Bagamoyo 県内農
地

70年代半ばに 中国政府の支援によって、米作栽
培促進を目指して開始された。

750 現在、灌漑面積は300haを下
回っている。

16 NASIBUGANI灌漑
スキーム

 Nasibugani川沿い
のMkuranga県内農
地

Nasibugani村によって米作促進を目指して開始
された。

50 ポンプの廃棄、組合活動の
停滞などにより、現在は機
能していない。

17 NDUJI灌漑スキー
ム

 Nduji川沿いの
Mafia県内農地

70年代に Nduji谷周辺農民によって、米作促進
を目指して開始された。

50 現在の活動は低迷してい
る。

18 NYAMARONDA灌
漑スキーム

Nyamarounda川沿
いのKisarawe県内
農地

現在調査中の事業で、米を主作物として計画し
ている。

500 基本計画調査が進行中。

19 RUWE灌漑スキーム Rufiji川沿いの
Rufiji県内農地

70年代に Ruwa村農民によって、米作促進を目
指して開始された。

60 洪水被害などにより、現在
は機能していない。

20 SIAFCO灌漑スキー
ム

 Ruvu 川沿いの
Bagamoyo 県内農
地

民間企業SIAFCOによって、米作栽培促進を目
指して開始された｡

200 現在は機能していない。

21 RUVU上流灌漑ス
キーム

Ruvu川沿いの
Kibaha県内農地

現在調査中の事業で、米作その他食用作物栽培
促進として計画されている。

250 基本計画調査が進行中。

表 3.3.7       コースト州における既存および計画灌漑スキーム
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aw

e,
 M

or
og

or
o,

R
uf

iji
, K

uo
sa

, M
ah

en
ge

, K
ilw

a,
N

ac
hi

gw
ea

, T
un

du
ru

, T
on

ge
a)
に
ま
た
が

っ
て
い
る
。

森
林
は
海
岸
林
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
森
の
ほ
と
ん
ど
は

M
ku

ra
ng

a
の
森
の
よ
う
に
完
全
に
伐

採
さ
れ
、
農
地
に
な
り
、
そ
の
後
一
部

は
放
置
さ
れ
海
岸
潅
木
地
と
な
っ
て

い
る
。

州
内
の
重
要
森
林
保
護
区
は

V
ik

in
du

, K
az

im
zu

m
bw

i, 
Pu

gu
(in

K
is

ar
w

e)
, K

is
ijj

u,
(i

n 
M

ku
ra

ng
a)

,
K

iw
en

go
m

a,
 M

ch
un

gu
, a
ｎ

d
K

ik
ar

e 
(i

n 
R

uf
fi

ji)
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
森
林
に
は
薬
用
植
物
が
あ
る
の
で

重
要
で
あ
る
。

B
ag

am
oy

o
の

Z
ar

an
in

ge
/K

io
no

森
林
保
護
区
は

7
県
の
狩
猟
保
護
区
と
も
な
っ
て
い
る
。

コ
ー
ス
ト
州
に
は
森
林
保
護
区
が

35
あ
り
、
総
面
積
は

2,
88

0 
km

2 （
28

8.
00

0
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
に
及
ぶ
。
森
林
保
護
区

の
数
を
県
別
に
み
る
と
以
下
の
よ
う

に
な
る
。

1)
B

ag
am

oy
o-

6
森
林
保
護

区
、
総
面
積

34
,9

73
ヘ
ク
タ
ー
ル
、

2)
K

ib
ah

a-
1
森
林
保
護
区
、
面
積

31
,9

30
ヘ
ク
タ
ー
ル
、

3)
K

is
ar

aw
e-

6
森
林
保
護
区
、
総
面
積

49
,0

01
ヘ
ク

タ
ー
ル
、

4)
M

af
ia

-1
森
林
保
護
区
（
マ

ン
グ
ロ
ー
ブ
）、

面
積

4,
04

7
ヘ
ク
タ

ー
ル
、5

)M
ｋ

ur
an

ga
-1

森
林
保
護
区
、

面
積

1,
59

9
ヘ
ク
タ
ー
ル

6)
R

uf
iji

-2
0

森
林
保
護
区
、
総
面
積

16
6,

63
4
ヘ
ク

タ
ー
ル

保
護
区
は
流
域
保
全
、
多
様
性
生
物
、

侵
食
防
止
地
区
に
原
則
と
し
て
配
置

さ
れ
て
い
る
。

タ
ン
ザ
ニ
ア
の
資
産
に
は
考
古
学
的
な

場
所
、
歴
史
的
な
町
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
、

文
化
遺
産
、
遺
跡
が
含
ま
れ
る
。
コ
ー
ス

ト
州
に
は
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
よ

う
な
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
的
な

町
並
み
の
あ
る
町
は
州
の
全
県
に
存
在

す
る
（
添
付
資
料
の
付
表
参
照
）。

こ
れ

ら
の
町
は
海
岸
沿
い
に
位
置
す
る
こ
と

が
多
い
。
有
史
前
の
も
の
や
現
代
に
近
い

も
の
で
あ
っ
て
も
過
去
に
何
度
か
こ
の

地
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
の
残
し
た
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
は
重
要
で
あ
る
。

コ
ー
ス
ト
州
で
は
特
に
海
岸
沿
に
壮
大

な
景
観
が
あ
る
。

B
ag

am
oy

o
県
は
イ
ン
ド
洋
に
面
し
た
海

岸
に
興
味
の
あ
る
町
が
あ
る
こ
と
を
認

識
し
て
い
る
。
そ
こ
は
、

1)
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
時
代
や
、

ア
ラ
ブ
奴
隷
時
代
か
ら
の
人
間
の
歴
史

と
発
展
を
学
べ
る
考
古
学
的
な
場
所
で

あ
る
。

B
ag

am
oy

o
は

19
世
紀
の
悪
名
高

い
奴
隷
貿
易
の
中
心
地
で
、
ア
フ
リ
カ
で

の
最
終
終
結
地
で
あ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の

奴
隷
た
ち
は

ア
ラ
ブ
や
ペ
ル
シ
ャ
湾
国

に
船
出
す
る
際
に
こ
こ
の
景
色
を
見
た

は
ず
で
あ
る
。

B
ag

am
oy

o
か
ら

2、
3
キ

ロ
の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る

K
ao

re
 R

ui
ns

は
ア
ラ
ブ
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
を
教

え
て
く
れ
る
。

2）
人
間
の
能
力
を
示
す

古
代
建
築
の
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
あ
る
。
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表
 

3.
4.

1
　

コ
ー

ス
ト

州
に

お
け

る
土

地
利

用
制

約
　

（
２

）

狩
猟

保
護

区
（

続
き

）
歴

史
的

な
遺

跡
、

考
古

学
的

な
場

所
（

名
勝

・
史

跡
）
、

旅
行

者
や

宗
教

に
と

っ
て

重
要

な
景

色
、

景
観

（
続

き
）

こ
の

保
護

区
は

、
50

,0
00

km
2
に

及
び

、

世
界

で
最

も
広

い
保

護
区

の
一

つ
で

あ
る

。
多

く
の

動
植

物
を

育
ん

で
い

る
。
大
型
の
動
物
で
は
、
象
、
エ
ラ
ン
、

バ
ッ

フ
ァ

ロ
ー

バ
ブ

ー
ン

、
キ

リ
ン

、
H

ip
po

s,
 

W
ild

eb
ee

st
s,

 
H

ar
te

be
es

ts
,

Im
pa

la
s,

 
W

ar
th

og
s,

 
B

us
hp

ig
s,

Po
rc

up
in

es
 

A
ar

dv
ar

ks
, 

B
us

hb
uc

ks
,

R
ee

db
uc

ks
, 

W
at

er
bu

ck
s,

 
H

ar
es

,
V

el
ve

t 
M

on
ke

ys
, 

B
us

hb
ab

ys
,

C
ro

co
di

le
s 

(C
ro

co
di

lu
s 

N
ilo

tic
us

),
L

io
ns

, 
H

ya
en

as
, 

L
eo

pa
rd

s,
 

W
ild

ca
ts

, 
G

re
at

 +
 L

es
se

r 
K

ud
us

, 
Sa

bl
e

A
nt

el
op

es
, P

ul
ru

, 
B

la
ck

 R
hi

no
ce

ro
s,

St
ei

nb
ok

s,
 D

ik
di

ks
な
ど
も
い
る
。
多

種
の

鳥
類

、
蛇

な
ど

も
見

ら
れ

る
。

こ
の

保
護

区
は

外
貨

を
支

払
え

ば
狩

猟
が

許
可

さ
れ

る
こ

と
で

、
狩

猟
目

的

の
旅

行
者

に
は

有
名

で
あ

る
。

保
護

区
の

北
部

は
観

光
写

真
撮

影
旅

行
に

の
み

利
用

さ
れ

て
い

る
。

投
資

家

に
よ

り
豪

華
な

キ
ャ

ン
プ

が
旅

行
者

に
提

供
さ

れ
て

い
る

。

19
82

年
国

連
に

よ
り

Se
lo

us
狩
猟
保

護
区

は
世

界
遺

産
に

登
録

さ
れ

た
。

3）
投

資
家

に
観

光
ホ

テ
ル

の
投

資
を

促
す

よ
う

な
海

岸
が

随
所

に
あ

る
。

B
ag

am
oy

o
と

は
別

に
同

じ
県

に
あ

る
Sa

ad
an

i狩
猟

保
護

区
は

、
動

物
と

海
岸

の
コ

ン
ビ

ネ
ー

シ
ョ

ン
に

よ
っ

て
多

数
の

旅
行

者
の

共
感

を
得

る
こ

と
が

出
来

る
。

Sa
ad

an
iは

海
亀

の
世

界
的

な
繁

殖
地

で
も

あ
る

。

旅
行

者
に

と
っ

て
重

要
な

も
う

一
つ

の
場

所
は

、
世

界
で

最
も

美
し

い
場

所
の

一
つ

で
あ

る
と

い
わ

れ
て

い
る

河
口

マ
ン

グ
ロ

ー
ブ

、
珊

瑚
礁

、
海

の
生

態
系

に
覆

わ
れ

た
M

af
ia

島
で

あ
る

。
こ

の
島

は
珊

瑚
礁

、
魚

類
、

マ
ン

グ
ロ

ー
ブ

、
海

草
、

藻
類

、
海

綿
動

物
等

の
海

生
物

に
多

種
性

を
見

せ
て

い
る

。

こ
の

島
に

は
コ

ウ
ノ

ト
リ

（
op

en
-b

ill
ed

 s
to

rk
）
や

Fi
sh

 E
ag

le
に

と
っ

て
の

最
も

重
要

な
営

巣
地

で
鳥

の
餌

場
が

あ
る
。

西
イ

ン
ド

洋
の

海
岸

地
域

に
、

fr
ui

t B
at

の
亜

種
に

最
も

近
い

P
te

ro
pu

s 
C

om
or

en
si

s
の

最
大

の
生

息
地

が
あ

る
。

島
の

珊
瑚

礁
は

シ
ュ

ノ
ー

ケ
リ

ン
グ

や
ス

キ
ュ

ー
バ

ダ
イ

ビ
ン

グ
に

最
適

な
場

所
で

も
あ

る
。

こ
れ

ら
の

保
護

区
が

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

観
光

産
業

は
十

分
に

発
達

し
て

い
な

い
。

島
に

は
空

か
ら

も
海

か
ら

も
行

く
こ

と
は

で
き

る
が

、
交

通
機

関
は

き
わ

め
て

貧
弱

で
あ

る
。

飛
行

機
で

の
旅

行
は

発
達

し
て

お
ら

ず
、

季
節

便
の

み
で

あ
る

。
加

え
て

、
少

人
数

し
か

輸
送

で
き

な
い

。
海

上
輸

送
は

安
く

、
量

的
に

余
裕

が
あ

る
が

、
中

古
旧

式
の

船
を

使
っ

て
い

る
の

で
安

全
性

に
問

題
が

あ
る

。
航

空
輸

送
、

海
上

輸
送

共
に

当
て

に
な

ら
な

い
こ

と
で

、
観

光
業

の
重

要
性

が
理

解
さ

れ
な

い
一

因
と

な
っ

て
い

る
。

短
期

間
で

は
あ

る
が

、、
旅

行
者

は
頻

繁
に

島
を

訪
れ

、
M

af
ia

 Is
la

nd
s 

L
od

ge
や

K
ir

as
i 
、

D
ol

ph
in

そ
の

他
の

最

高
の

施
設

を
利

用
し

て
い

る
。

最
近

の
発

達
に

よ
り

、
M

af
ia

 I
sl

an
ds

 M
ar

in
e 

Pa
rk

は
発

展
し

た
。

陸
上

動
物

し
か

お
ら

ず
、

キ
ャ

ン
プ

、
観

光
、

科
学

調
査

に
し

か
使

わ
れ

な
い

他
の

国
立

公
園

と
は

違
い

、
こ

の
公

園
は

持
続

的
な

資
源

利
用

も
可

能
で

あ
る

。
利

点
は

公
園

か
ら

出
る

利
益

の
分

配
、

意
思

決
定

に
地

域
社

会
と

そ
の

関
係

者
を

巻
き

込
ん

で
い

る
と

こ
ろ

に
あ

る
。

旅
行

者
に

と
っ

て
重

要
な

他
の

地
域

は
Se

lo
us

狩
猟

保
護

区
で

あ
る

。
こ

こ
で

は
、

旅
行

者
は

ス
ポ

ー
ツ

ハ
ン

テ
ィ

ン
グ

、
観

光
、

写
真

撮
影

、
船

遊
び

な
ど

す
べ

て
の

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。

R
uf

iji
デ

ル
タ

は
R

uf
iji

川
が

大
洋

に
流

れ
込

む
と

こ
ろ

に
あ

り
、

壮
大

な
風

景
を

提
供

し
て

い
る

。
ア

フ
リ

カ
東

海
岸

で
最

大
の

マ
ン

グ
ロ

ー
ブ

林
が

あ
る

。
マ

ン
グ

ロ
ー

ブ
は

潮
の

干
満

差
を

利
用

す
る

漁
業

を
支

え
、

国
際

的
に

重
要

な
車

え
び

の
養

殖
場

を
提

供
し

、
多

量
の

輸
出

用
マ

ン
グ

ロ
ー

ブ
製

つ
り

竿
を

産
出

し
て

い
る

。

氾
濫

原
と

デ
ル

タ
に

は
15

,0
00

人
以

上
の

人
が

住
み

、
多

く
は

漁
業

、
森

林
、

林
地

、
湿

地
で

の
栽

培
と

採
取

で
生

活
し

て
い

る
。
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表 3.4.2 野生生物資源の保全にとって貴重な地域

マングローブ林 珊瑚礁 湿地

ｺｰｽﾄ州の 6 県の内 4 県で見ら

れる。 1) Rufiji District 40,460
ha; 2) Mafia District 4,047 ha:
3) Mkuranga District 3,448 ha;
4) Bagamoyo District 1,499 ha.

1959 年森林条例 389 章 によ

れば、ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞは保護地域で

あり、森林蜜蜂 (DFOB)局長

の同意ナシには利用できな

い。

Bagamoyo と Mafia 島には珊

瑚と珊瑚礁のある海域があ

る。

本州には重要な 3 本の河川があ

る。即ち、

- Bagamoyo district を流れるﾜ

ﾐ川

- Kibaha と Bagamoyo districts
を横切るﾙﾌﾞ川

- Rufiji district を横切るﾙﾌｨｼﾞ

川

水田と漁業に使用される湿地 ,
これらの河川にはﾅｲﾙﾜﾆとｶﾊﾞ

が生息している。

表 3.4.3 絶滅の危機に瀕した貴重な動植物種

1. 黒犀: Selous Game Reserve で見られる絶滅危機種

2. Wild dogs:　最近開発された Bagamoyo と  Morogoro District にある WAMI-MBIKI村落保護区

で約 30 匹が散見された。絶滅危機種にﾘｽﾄされている。

3. ｱﾌﾘｶ象: 絶滅危機種。Kibaha、Rufiji、Bagamoyo、Kisarawe District で群れが見つかっている。

4. ﾅｲﾙﾜﾆ : Wami、Rufiji、Ruvu 川で見つかっている。生息密度は比較的高い。このﾜﾆは vulnerable
species としてﾘｽﾄｱｯﾌﾟされている。

5. ｾﾝｻﾞﾝｺｳ（Pangolin）: 絶滅危機種。全州で見られる。

6. 植物種: 植物種に関してはほとんど情報がない。しかし、CFR ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに示された情報はｺｰｽ

ﾄ州の 11 の森林区について述べた重要な報告書で、この地域の動植物に関する最重要情報で

ある。
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表 3.4.4 野生生物資源の保全にとって貴重な生態系

1. 自然災害の傾向のある地域 (地質上の危険、洪水、雨、嵐、地震、地すべり、噴火など)

2. 湿地

湿地(氾濫原、湿地、湖、川など ) は以下の水体に分類できる。

(a) 家庭用水、ﾚﾝｶﾞ造りに利用

(b) 保護地域内

(c) 野生動物と魚類の生息地

(d) 灌漑農業、牧畜に利用

3. ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞは以下の状況に分類できる。

(a) 原生林で農密度

(b) 大河川の河口付近

(c) 伝統的漁業地の近隣

(d) 海岸浸食 ,強風、洪水に対する自然の緩衝地

4. 浸食されやすい地域

(a) 急勾配の丘陵地

(b) 非保護地、裸地

5. 危機に陥っている先住文化地域

6. 稀少、危機種の動植物地域

7. 社会、文化、歴史、考古学的、科学的、観光に特色のある地域

8. 汚染地域 .
9. 砂漠化と野火発生地域

10. 海岸地域

u 珊瑚礁

u 島嶼

u 湾と入り江

u 大陸棚

u 海岸線など

u 感潮地帯

11. 国立公園、水源保護区、森林保護区、野生動物保護区、聖域、野生動物の回廊、温泉地帯と

宣言された地域

12. 山岳地帯、水源地帯、地下水涵養地帯 (氾濫原、湿地、湖、川など)

13. 重要な農地や放牧地として分類された地域

14. 都市の緑地帯と公共広場
  
15. 墓場



Tomato

Farming Practices Rate Labour

(Acre) (MD)

Nursery

Nursery preparation (10 sq.m) 0.5

Seeding 125 g 0.5

Thining 1.0

Watering 5.0

Main Farm

Organic manure application 5 ton 10.0

Ploughing 10.0

Harrowing 8.0

Land cleaning and smoothing 5.0

Holing 1.0

Basal dosage (DAP) 100 kg 2.0

Transplanting (100cm x 50cm) 5.0

Mulching 1.0

Weeding 30.0

Top-dressing (CAN) 40 kg 1.0

Top-dressing (CAN) 80 kg 2.0

Pruning 2.0

Watering 60.0

Spraying 15.0

Staking 10.0

Harvesting 30.0

Total Labour Requirement 199.0 0.5 1.3 0.8 6.8 5.8 ## ## ## 4.6 8.9 9.9 8.9 8.9 ## 8.9 8.9 6.6 ## 4.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 3.3 3.3 3.3

Family Labour Available (3.6/hh) 504.0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Hired Labour Requirement 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Note: The table shows the farming calendar for the earliest cropping pattern.  

Cucumber

Farming Practices Rate Labour

(Acre) (MD)

Organic manure application 5 ton 10.0

Ploughing 10.0

Harrowing 8.0

Land cleaning and smoothing 5.0

Basal dosage (DAP) 100 kg 2.0

Direct Sowing 200 g 1.0

Mulching 1.0

Weeding 30.0

Top-dressing (CAN) 80 kg 2.0

Watering 30.0

Spraying 15.0

Harvesting 30.0

Total Labour Requirement 144.0 ## 0.0 ## 8.0 9.0 8.0 6.7 ## 8.0 8.0 8.0 8.0 4.2 4.2 7.7 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Family Labour Available (3.6/hh) 360.0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Hired Labour Requirement 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Note: Sowing can be done from June to October.  

Okra

Farming Practices Rate Labour

(Acre) (MD)

Organic manure application 5 ton 10.0

Ploughing 10.0

Harrowing 8.0

Land cleaning and smoothing 5.0

Basal dosage (DAP) 100 kg 2.0

Direct Sowing 600 g 1.0

Mulching 1.0

Weeding 15.0

Top-dressing (CAN) 80 kg 2.0

Watering 30.0

Spraying 15.0

Harvesting 45.0

Total Labour Requirement 144.0 ## 0.0 ## 8.0 7.1 6.1 4.8 8.1 6.1 6.1 6.1 6.1 4.2 4.2 7.7 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Family Labour Available (3.6/hh) 414.0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Hired Labour Requirement 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Note: The table shows the farming practices for improved varieties.  For local varieties, harvest can continue for 3 months, if no diseases occur.  

Eggplant

Farming Practices Rate Labour

(Acre) (MD)

Nursery

Nursery preparation (10 sq.m) 0.5

Seeding 125 g 0.5

Thining 1.0

Watering 5.0

Main Farm

Organic manure application 5 ton 10.0

Ploughing 10.0

Harrowing 8.0

Land cleaning and smoothing 5.0

Holing 1.0

Basal dosage (DAP) 100 kg 2.0

Transplanting (90cm x 60cm) 5.0

Mulching 1.0

Weeding 50.0

Top-dressing (CAN) 40 kg 1.0

Top-dressing (CAN) 80 kg 2.0

Pruning 2.0

Watering 80.0

Spraying 15.0

Harvesting 30.0

Total Labour Requirement 229.0 0.5 1.1 0.6 0.6 1.6 0.6 ## 0.6 ## 8.6 ## 5.2 8.7 9.7 8.7 8.7 ## 8.7 8.7 ## 8.7 8.7 8.7 7.6 7.6 ## 8.3 8.3 8.3 8.3 4.3 4.3

Family Labour Available (3.6/hh) 504.0 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Hired Labour Requirement 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Note: Harvest can continue for 4 months from the end of September, if no diseases occur.  

Source: JICA Study Team

表  5.1.1       主な野菜の必要農作業と労力

OctoberJune July August September

October

October November December January February

June July August September

OctoberJune July August

OctoberJune July August September

May

May

September

May

May

September
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番号 アプローチ名 対象グループ 行動 実施機関 農民参加

①
農業普及業務強化
アプローチ

Ward の普及員

(WEOs) と村 の
普及員 (VEOs)

農業普及ガイドライン（コー
スト州に適した園芸作物の選
定と農業技術を網羅したも
の）のレビュー、普及員に対
する技術訓練、訓練機材の整
備、普及員用輸送機材の整
備、など

農業協同組合省

(MOAC), コース
ト州及び県事務
所

T&Vシステ
ムによるト
レーニング

②
ウォータリング
(水撒き）方法改
良アプローチ

農民

現地調査、ウォータリング方
法の選択、必要な場合の機材
調達のためのクレジット、
VEOと農民に対する技術移転

農業協同組合
省・モロゴロ
ゾーン事務所,
コースト州及び
県事務所、NGO

PRAとト
レーニング
プログラム

③
園芸農業技術改良
アプローチ

農民

農民グループの形成、問題点
の確認、農業資材投入のため
のクレジット、農民に対する
普及、グループ形成、環境保
全、など

コースト州及び
県事務所、NGO

PRAとト
レーニング
プログラム

④

コミュニティ開
発、リーダート
レーニング・アプ
ローチ

農民

農民のグループ化、農民参加
計画と事業実施にむけての技
術移転、管理運営ロジス
ティックスについてのスタッ
フと農民に対するトレーニン
グ、など

コースト州及び
県事務所、NGO

PRAとト
レーニング
プログラム

⑤
農業資機材調達ア
プローチ

農民

農民のグループ化、スタッフ
のトレーニング、作物クレ
ジット、果樹苗木の生産と配
布、運搬管理、市場モニ
ター、など

農民グループ、

NGO

PRAとト
レーニング
プログラム

⑥
農作物多様化アプ
ローチ

農民
コースト州に適した園芸作物
の研究、農作業と投入資材の
標準化、など

農業協同組合
省・試験場、
コースト州及び
県事務所

トレーニン
グプログラ
ム

⑦
農道改良アプロー
チ

県事務所、農民
O&M資機材の調達、道路補
修、など

県事務所、農民
グループ

農民参加

⑧
県事務所・職員の
能力開発アプロー
チ

コースト州と県
事務所

県職員のトレーニング、県事
務所の整備

コースト州及び
県事務所

農民参加

⑨
農民訓練・教育ア
プローチ

農民
意識醸成、グレープ形成、
WID、技術訓練

農業協同組合
省、コースト州
及び県事務所、
NGO

PRAとト
レーニング
プログラム

表 5.2.1  問題解決のための開発アプローチ
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表 5.3.1  ｺﾐｭﾆﾃｨｰをベースにした園芸開発プログラム(PDM)

プログラムの要約 指標 指標データ入手手段 外部条件
上位目標

小規模農家の収入が増加す
る

プログラム目標

野菜の生産と利益が改善さ
れる

生活費が急激には増加
しない

成果

1.農民グループが組織され
る

2.営農と農業資材の投入が
計画どおりに行なわれる

3. ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞが円滑に
なされ、収穫ﾛｽが最小と
なる

農民はグループを形成する

ｲﾝﾌﾟｯﾄｸﾚｼﾞｯﾄが適切に支出
される

野菜が適時に栽培される

作物の生産量と収量が改善
される

ﾏｰｹｯﾃｨﾝｸﾞと農業資材の調
達はｸﾞﾙｰﾌﾟが行なう

問題系図、目的系図、
PDM、ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ

会議記録、出席率、ｸﾞﾙ
ｰﾌﾟ貢献度など

収量記録、農場経営記
録、市場記録

ｸﾚｼﾞｯﾄ運営記録

ｸﾞﾙｰﾌﾟの会計簿

自然災害が生じない

ﾀﾞﾙｴｽｻﾗﾑの市場ｼｽﾃﾑが
大幅に変化しない

野菜の価格が大幅に下
落しない

活動

1-1 農民は問題を理解する
1-2 農民は議論をし、どの

ように問題を解決する
かのｺﾝｾﾝｻｽを得る

1-3 農民はｸﾞﾙｰﾌﾟ化のため
のｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝを用意す
る

1-4 農民がｸﾞﾙｰﾌﾟを組織す
る

1-5 農民がｲﾝﾌﾟｯﾄｸﾚｼﾞｯﾄを
申し込む

2-1 農場運営計画を用意す
る

2-2 ｸﾞﾙｰﾌﾟは農業機材を手
に入れる

2-3 農業資材と標準適用率
を選定する

2-4 ｸﾞﾙｰﾌﾟは農業資材を手
に入れる

2-5 農民は計画どおりに営
農を進める

3-1 運営計画に従って適時
に収穫する

3-2 仲買人の要求にこたえ
るため包装機材の選別
と調達をする

投入

援助側

要員
1) ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾘｰﾀﾞｰ (農場

経営)
2) 参加開発専門家
3) 園芸専門家

資機材
1 かんがい用簡易ﾎﾟﾝﾌﾟ
2) 背負い式噴霧器
3) 秤

施設
1) 集会所
2) 事務所
3) 倉庫

ｲﾝﾌﾟｯﾄｸﾚｼﾞｯﾄ
1) ｸﾚｼﾞｯﾄで種子と肥料

を用意
2) 緊急用農薬の委託貯

蔵

タンザニア側

要員
1) ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾏﾈｰｼﾞｬｰ
2) ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

ﾛｰｶﾙｺｽﾄ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施と運営費
用

NAEP II の下に農業普
及ｻｰﾋﾞｽが行なわれる

ｺｰｽﾄ州によりｿﾌﾄなｸﾚｼﾞ
ｯﾄが出てこない

前提条件

農民が積極的にｸﾞﾙｰﾌﾟ
に参加する

土地所有者が事業に反
対しない



1. Standard Application Rate (per Acre)

Input Particular Unit Tomato Cucumber Eggplant Okra

a. Seeds g 100 200 100 500

b. Organic Manure ton 4 4 4 4

c. Fertilizers UREA kg 50 50 50 50

CAN kg 100 100 100 100

d. Fungicide Mancozeb kg 3 0 0 0

Copper Compound kg 0 3 3 1

e. Insecticide Cyhalothrin kg 1 1 1 1

f. Stacking rope bundle 5 0 0 0

g. Poles no. 1,600 0 0 0

h. Hired Labour man-day 3 3 3 3

2. Production Cost (per Acrea)

Input Particular TShs./ Tomato Cucumber Eggplant Okra

Unit

a. Seeds TShs. /kg 60 40 30 36

6,000 8,000 3,000 18,000

b. Organic Manure 8,000 32,000 32,000 32,000 32,000

c. Fertilizers UREA 300 15,000 15,000 15,000 15,000

CAN 300 30,000 30,000 30,000 30,000

d. Fungicide Dithene M45 10,000 30,000 0 0 0

Blue Copper 3,500 0 10,500 10,500 3,500

e. Insecticide Karate 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

f. Stacking rope 800 4,000 0 0 0

g. Poles 10 16,000 0 0 0

f. Hired Labour 500 1,500 1,500 1,500 1,500

Total Cost TShs. 164,500 127,000 122,000 130,000

1)Seed+Fertilizers TShs. 51,000 53,000 48,000 63,000

2)Pesticide TShs. 60,000 40,500 40,500 33,500

3)Others TShs. 53,500 33,500 33,500 33,500

3. Cost & Return (per Acre)

Category Particular Unit Tomato Cucumber Eggplant Okra

Anticipated Yield (1) kg 6,000 5,000 5,000 5,000

Marketable amount (21)=(1) x 60% kg 3,600 3,000 3,000 3,000

Unit Price (3) TShs/kg 120 80 70 70

Gross Revenue (4)=(3)x(2) TShs. 432,000 400,000 350,000 350,000

Total Cost (5) TShs. 164,500 127,000 122,000 130,000

Net Return (6)=(4)-(5) TShs. 267,500 273,000 228,000 220,000

表  5.3.2  インプットクレジット積算のための作物予算
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表 5 .4 .1 　　コースト州貧困農家小規模園芸開発計画

参 加 型 開 発 能 力 向 上 プ ロ グ ラ ム

T - 27

プログラム 1.　県職員・農業改良普及員の研修

サブプログラム 1-1　県職員・農業改良普及員用の研修教材作成

ターゲットグループ 県職員・農業改良普及員

背景・目的：

県職員・農業改良普及員の教育訓練に用いる下記教材を作成する。

① 農業農村開発・貧困削減に関する国家政策等の解説書

② コースト州貧困農家小規模園芸開発計画調査報告書に基づく農業現況の概要書

③ コースト州における国際援助機関・ドナー・NGO の分野別活動リスト

④ コースト州貧困農家小規模園芸開発計画調査で作成するガイドライン(最終版)

⑤ 農村社会調査手法(PCM および PRA )の実施マニュアル・ビデオ

⑥ 参加型農村開発プロモーションに係るポスター・パンフレット類

⑦ タンザニアにおける生活福祉向上を目指すグループ活動の成功事例集

⑧ 環境保全型園芸農業技術ハンドブック

⑨ ジェンダー問題解説書

活動：

県職員・農業改良普及員の教育訓練用教材は下記の要領で作成する。作成部数は各500 部程度。

① 州政府が中心となって作成する。必要に応じてドナー・中央政府(農業・協同組合省等)が

支援する。教材作成を通じて、州職員の知識・経験の体系的な整理も期待できる。

② コースト州貧困農家小規模園芸開発計画の JICA 開発調査の成果をフルに活用する。

③ 他ドナー・NGO の作成した既存教材も活用し、重複を避ける。ただし、既存の教材は汎用

性を高めるがために、一般論に基づくマニュアル的なものが多い。本プログラムでは、ユ

ーザー(研修生)の果たすべき役割分担を明確に示し、コースト州の県職員・農業改良普及

員に焦点を当てた、具体的な行動指針を示す内容とする。

投入：ドナー側

① 組織制度専門家(リーダー) 6 人月

② 参加型開発専門家 3 人月

③ 園芸農業専門家 1 人月

④ コンピュータ・プリンター

⑤ コピー機

⑥ ビデオカメラ・ビデオデッキ・テレビ

投入：タンザニア政府側

① 州・県上級職員

RALDO、RPO、RCO、DEO等

② スワヒリ語通訳

期間：　事業開始後1～6 月(6 ヵ月)

期待される成果：

① 県職員・農業改良普及員の教育訓練用教材

② 州・県の上級職員の能力向上



表 5 .4 .1 　　コースト州貧困農家小規模園芸開発計画

参 加 型 開 発 能 力 向 上 プ ロ グ ラ ム
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プログラム 1.　県職員・農業改良普及員の研修

サブプログラム 1-2　技術移転セミナーの開催

ターゲットグループ 県職員・農業改良普及員(一部、グループ・リーダー)

背景・目的：

サブプログラム 1-1 で作成する研修教材を用いて、技術移転セミナーを実施する。研修分野は

概ね下記の3 分野。

① 農業農村開発・貧困削減に関する国家政策およびコースト州における進捗・問題点

② 参加型開発の概念、実現までのプロセス、留意点

③ タンザニアおよびコースト州の園芸農業現況と将来展望

活動：

事業開始後2 年以内に現有職員(県職員 137 名、農業改良普及員 157 名)の全員が上記 3 分野の

いずれかのセミナーに参加することを目標とする。

① セミナー講師は、コースト州内の職員から選抜する。州内の講師候補は下記のとおり。

Mr. A.H. Mwenkalley (RALDO) ： 園芸農業現況と将来展望

Mr. P. Minja (Regional Planning Officer) ： 農業農村開発・貧困政策

Mr. M.B. Twenye (Regional Cooperative Officer) ： 参加型開発(組合活動)

Mrs. E.S. Mwasha (DEO、Kibaha) ： 参加型開発(PRA)

② セミナーは、県ごとに地元で開催する。

③ プログラム立ち上げ当初はドナーから派遣されるセミナー講師の支援を得るが、あくまで

も地元講師が中心となって実施する。

④ セミナーは一方的な講義のみでなく、参加者全員による自由討論の時間もつくる。

投入：ドナー側

① 組織制度専門家(リーダー) 12 人月

② 参加型開発専門家 12 人月

③ 園芸農業専門家 12 人月

④ 専門家および政府職員の県巡回用車輛

⑤ ビデオデッキ・テレビ

投入：タンザニア政府側

① 州・県上級職員

RALDO、RPO、RCO、DEO等

② スワヒリ語通訳

期間：　事業開始後2～21 月(20 ヵ月)

期待される成果：

① 県職員・農業改良普及員の専門知識の体系的な習得

② 州・県の上級職員の能力向上



表 5 .4 .1 　　コースト州貧困農家小規模園芸開発計画

参 加 型 開 発 能 力 向 上 プ ロ グ ラ ム
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プログラム 1.　県職員・農業改良普及員の研修

サブプログラム 1-3　PCMモデレーターおよび PRA ファシリテーター養成コースの開催

ターゲットグループ 県職員(DALDO、DEO 他、Subject Matter Specialists)

背景・目的：

コースト州貧困農家小規模園芸開発計画は、園芸農業の普及を主軸に据えるが、本事業を契機

として住民の動機づけが図られ、将来的には所得向上と生活改善の全般に亘る住民参加型開発へ

と発展していくことが望まれる。JICA 調査で実施した PCM ワークショップと 4 ヶ村における PRA

の成果を踏まえて、州内の各地において、PCM およびPRA を行い、住民参加型開発の調査・計画立

案・モニタリング・評価を継続的に実施する。

以上を目的に、コースト州の現有職員の中から、PCM モデレーターおよび PRA ファシリテータ

ー概ね 20 名を養成する。

活動：

プログラム初年度において、コースト州政府職員 5 名および関係 5 県に各々3 名の合計 20 名の

PCM・PRA 専門家を養成する。

① 講師は、ドナーもしくは NGO から派遣される参加型開発専門家が担当する。Swissaid

Tanzania および Plan International は、社会開発専門家を有し、コースト州において農

村社会調査の経験が豊富である。これら NGO からの専門家の短期雇用は可能である。

② 養成コースは、室内講義と On-the-Job Training (OJT)から構成する。講義を州政府内で

実施した後、各県にて OJT を実施する。

なお、州・県の上級職員には ZOPP 経験者が数名いることから、タンザニア側からの講師派遣

も考慮する。

投入：ドナー側

① 参加型開発専門家 10 人月

② 専門家および政府職員の地方巡回用車輛

③ 社会開発専門家(NGOあるいはローカルコンサル

タントとの協調)

投入：タンザニア政府側

① 州・県上級職員

RALDO、RPO、RCO、DEO等

② スワヒリ語通訳

期間：　事業開始後3～10 月(8 ヵ月)

期待される成果：

① 州・県職員20 名が PCM・PRA 手法を実際の参加型社会調査で活用できる。

② 農村社会調査・参加型開発の体系的な推進。



表 5 .4 .1 　　コースト州貧困農家小規模園芸開発計画

参 加 型 開 発 能 力 向 上 プ ロ グ ラ ム

T - 30

プログラム 1.　県職員・農業改良普及員の研修

サブプログラム 1-4 農業改良普及員に対する園芸農業技術指導

ターゲットグループ 農業改良普及員およびグループリーダー

背景・目的：

農業改良普及員の養成はIDA 支援の国家農業普及事業(NAEP II 1996-2001)の下で推進中である

が、園芸作物生産は対象外とされていることから、園芸農業に知識・経験を有する普及員の数は

極めて限られている。一方、園芸農業に係る試験研究も県予算の制約から実施されておらず、コ

ースト州の自然環境に適した園芸作物の標準耕種法も確立されておらず、農民は技術的には手探

りで園芸農業を営んでいるのが実態である。

以上を背景に、コースト州貧困農家小規模園芸開発計画の推進に必要最低限度の範囲で、普及

員に対する園芸農業技術の指導を行う。

なお、本プログラムのターゲットグループは Ward Extension Officer (WEO)および Village

Extension Officer (VEO)であるが、サブプログラム 2-3 と統合し、グループリーダー研修も同時

に実施する。

活動：

コースト州貧困農家小規模園芸開発計画では各県に果樹生産改善を目的とした県苗木生産圃場

を設立することを提案している。同圃場の役割を苗木生産に限定せず、園芸作物の生産性改善に

係る作付け試験も併せて実施する。実施に当ってはソコイネ大学園芸農業学科と連携を図ると共

に、村落レベルでも数ヵ所で簡易作付け試験(ベンチマークとする)を実施し、県苗木圃場におけ

る作付け試験を補完する。試験結果に基づいて、同州各地に適する標準耕種法を設定し、既存の

普及チャンネルを通じて、農民に普及する。本サブプログラムでは耕種法に限らず、営農、市場

流通、環境保全等、多岐に亘る指導を行う。本サブプログラムで実施する普及員の研修テーマ・

カリキュラムは概ね下記のとおりである。

① 県苗木生産圃場における園芸農業実証試験を通じた技術習得

② 環境保全(特に農薬・化学肥料の適正施与法と土壌・水保全対策)に係る技術セミナー

③ ソコイネ大学園芸農業学科、園芸先進地域、ダルエスサラ－ム青果市場等視察

④ 園芸作物関連の農産加工業・選果保冷倉庫等の見学

⑤ 作物収支(Crop Budget)の作成手法習得

投入：ドナー側

① 園芸農業専門家 12 人月

② 専門家および政府職員の地方巡回用車輛

③ 作付け試験用資機材一式

投入：タンザニア政府側

① 州・県上級職員

RALDO、DEO等

② スワヒリ語通訳

期間：　事業開始後3～14 月(12 ヵ月)

期待される成果：

① 農業改良普及員・グループリーダーの園芸農業技術向上

② 行政(農業改良普及員)と農村社会(グループリーダー)の良好な関係維持



表 5 .4 .1 　　コースト州貧困農家小規模園芸開発計画

参 加 型 開 発 能 力 向 上 プ ロ グ ラ ム

T - 31

プログラム 1.　県職員・農業改良普及員の研修

サブプログラム 1-5　コースト州貧困農家小規模園芸開発計画の実施能力向上

ターゲットグループ 県職員(州職員の一部)

背景・目的：

コースト州貧困農家小規模園芸開発計画の円滑な推進を目的に、県職員の行政サービス実施能

力の向上を目指したキャパシティー・ビルディングを実施する。特に重要な研修項目は、下記の

とおりである。

① PRA による村落レベルでの参加型園芸開発計画立案(Community Action Planning)

② インプット・クレジットの運営細則作成・予算書作成

③ 県苗木生産圃場の維持運営細則作成・予算書作成

④ その他コンポーネントの維持運営細則作成・予算書作成

⑤ 関係職員の職務分掌および技術指導

活動：

コースト州貧困農家小規模園芸開発計画で提案されているアクション・プランをより具体化す

ると共に、関係職員の職務分掌の明確化と必要に応じた職務研修を実施する。

本サブプログラムは、JICA 調査に参加したコースト州カウンターパートを中心に行う。研修は

OJT を原則とし、下記の業務を遂行する中で、事業実施能力の向上を図る。

① 年次計画の詳細検討

② PRA による農民ニーズの把握と参加型園芸開発のプロセス提示

③ タンザニア政府関係諸機関との調整

④ タンザニア側の予算措置

⑤ 国際援助機関、他ドナー、NGO との調整

投入：ドナー側

① 組織制度専門家(リーダー) 16 人月

② 園芸農業専門家 16 人月

③ 参加型開発専門家 16 人月

④ 専門家および政府職員の地方巡回用車輛

⑤ コンピューター、事務機器他

投入：タンザニア政府側

① 州・県上級職員

RALDO、DEO等

② スワヒリ語通訳

期間：　事業開始後7～22 月(16 ヵ月)

期待される成果：

① コースト州貧困農家小規模園芸開発計画の円滑な推進

② 州・県上級職員の参加型開発の実施能力向上

③ 州・県と関係諸機関における良好な支援関係の構築



表 5 .4 .1 　　コースト州貧困農家小規模園芸開発計画

参 加 型 開 発 能 力 向 上 プ ロ グ ラ ム

T - 32

プログラム 1.　県職員・農業改良普及員の研修

サブプログラム 1-6　農村開発アクション・プラン(案)を通じた計画立案・事業実施能力の向上

ターゲットグループ 県職員(一部、州職員)

背景・目的：

コースト州貧困農家小規模園芸開発計画では対象外となった農村給水、地方道・農道、学校、

診療所、通信施設、農村電化等の農村インフラについて、農民ニーズの把握と事業実現に向けた、

農村開発アクション・プラン(案)を策定する。園芸開発計画を通じて得た参加型開発の経験を活

用して、県職員が中心となって実施し、県職員の計画立案能力および事業実施能力の向上を目指

す。

将来的には、他セクターの開発プログラムと一体化し、District Development Plan(DDC)のよ

うな地域マスタープランに発展させ、地方行政の効率的かつ整合性ある地域開発を推進していく

上での基礎固めとする。

コースト州では、農村給水、学校、診療所等の BHN およびマイクロ・クレジットの両分野で、

いくつかの NGO が草の根的な開発を実施しているが、地方政府は NGO の活動を的確に把握してい

るとはいえない状況にある。地方財政が逼迫している現状では、NGO に依存せざるを得ない分野も

あるが、NGO の活動を調整し、農民への情報提供することも、地方行政をおいて実施できるものは

ない。

活動：

ドナー、NGO の支援を受けながら、県職員と住民が一体となって、農村開発アクション・プラ

ン(案)を策定する。作業フローは下記のとおり。

① PCM・PRA による参加型農村開発調査の実施

② 農村開発アクションプラン(県別の優先事業選定と事業費積算)策定

③ 各農村に対する優先事業実施に係るアドバイス

④ タンザニア政府機関と農村社会における関係調整

⑤ 国際援助機関・ドナーへの要請書の素案作成(例：我が国草の根無償、JOCV 派遣等)

⑥ NGO 活動の把握。NGO に対する働きかけおよび農村への情報提供・アドバイス

⑦ 事業実施進捗モニタリングと報告書作成

投入：ドナー側

① 組織制度専門家 16 人月

② 参加型開発専門家 16 人月

④ 専門家および政府職員の地方巡回用車輛

⑤ コンピューター、事務機器他

投入：タンザニア政府側

① 州・県上級職員

RALDO、DEO等

② スワヒリ語通訳

期間：　事業開始後9～24 月(16 ヵ月)

期待される成果：

① 農村開発アクション・プラン(案)の策定

② 農業農村開発における州・県上級職員の計画・実施能力向上



表 5 .4 .1 　　コースト州貧困農家小規模園芸開発計画

参 加 型 開 発 能 力 向 上 プ ロ グ ラ ム

T - 33

プログラム 1.　県職員・農業改良普及員の研修

サブプログラム 1-7　プロジェクト効果モニタリング評価手法(PBME)の教育訓練

ターゲットグループ 県職員(一部、州職員)および農業改良普及員

背景・目的：

コースト州では、過去、多くの農業農村開発・貧困削減プロジェクトが実施されてきたが、事

業実施後評価（post-appraisal）が行われておらず、事業効果が定量的に把握されていない。また、

計画立案段階、実施段階での記録も残されていないことから、プロジェクトを通じて得られた貴

重な経験が、類似プロジェクトに活用されていない等の問題が認められる。本サブプログラムで

は、PCM の概念に沿って、将来的に農業農村開発プロジェクトの事業効果を適切にモニタリン

グ・評価する基本的なシステムの構築を目指す。さらに、本サブプログラムを通じて、中央政府

の行政官に対して開発事業におけるモニタリング・評価の重要性を啓蒙し、予算措置への理解を

求める。

活動：

本プログラムでは、コースト州農業農村社会の現況把握と実施中のプロジェクトのモニタリン

グ・評価の2 分野を対象とする。活動内容は下記のとおり。

① コースト州全村の｢村落プロファイル｣作成(農業改良普及員の活用)

－人口、世帯数、職業、土地所有などの村民情報．村行政組織、組合・グループ活動など

－地形、土壌、植生・土地利用などの自然条件、洪水・旱魃などの自然災害

－給水施設、道路、学校、診療所などの農村インフラ整備状況

－農業農村開発・貧困緩和プロジェクトの有無、資金源、進捗、他

② コースト州農業センサスの定期的実施(農業改良普及員の活用)

－農地所有面積の変化

－作期、作物、品種、作付け面積、収量、生産量、洪水・旱魃などの自然災害

－耕種法、生産消費材、農機具

－畜産、養鶏

－市場流通ルート、農産物価格、他

③ 実施中の農業農村開発・貧困削減プロジェクトのモニタリング・評価

－農業センサスに基づく評価

－ベンチマーク農家に対する聞き取り調査

－PRA を通じた問題分析とニーズ調査

－政府職員、農業改良普及員、村民代表による PCM ワークショップ

④ 実施プロジェクトの PBME 年次報告書の作成

－政府職員によるPBME 年次報告書の作成

－ドナー、中央政府への報告書配布

投入：ドナー側

① 組織制度専門家 22 人月

② 園芸農業専門家 22 人月

③ 参加型開発専門家 12 人月

④ 専門家および政府職員の県巡回用車輛

⑤ コンピューター、事務機器他

投入：タンザニア政府側

① 州・県上級職員

RALDO、DEO等

② スワヒリ語通訳

期間：　事業開始後3～24 月(22 ヵ月)

期待される成果：

① 州・県上級職員のモニタリング・評価能力向上

② 効果的な農村開発の推進



表 5 .4 .1 　　コースト州貧困農家小規模園芸開発計画

参 加 型 開 発 能 力 向 上 プ ロ グ ラ ム

T - 34

プログラム 2.　グループリーダー育成

サブプログラム 2-1　グループリーダー育成用テキスト作成

ターゲットグループ グループリーダー

背景・目的：

グループリーダー育成プログラムの実施にあたり下記の研修教材を作成する。

① コースト州貧困農家小規模園芸開発計画調査で作成するガイドライン(最終版)

② コースト州県別における国際援助機関・ドナー・NGO の分野別活動リスト

③ グループ形成とグループリーダー育成を喚起するポスター・パンフレット

④ グループ活動日誌、会計記録の作成マニュアル

活動：

教材作成は下記の手順で行う。

① 教育訓練用の教材作成を州政府の業務とし、必要に応じてドナーが支援する。

② コースト州貧困農家小規模園芸開発計画調査での成果をフルに活用する。

③ グループリーダーの具体的な行動指針となる内容とする。

投入：ドナー側

① 参加型開発専門家 3 人月

② 園芸農業専門家 3 人月

③ コンピュータ・プリンター

④ コピー機

⑤ ビデオカメラ・ビデオデッキ・テレビ

投入：タンザニア政府側

① 州・県上級職員

RALDO、RPO、RCO、DEO等

② スワヒリ語通訳

期間：　事業開始後1～4 月(4 ヵ月)

期待される成果：

① グループリーダー教育訓練用教材

② 州・県の上級職員の能力向上



表 5 .4 .1 　　コースト州貧困農家小規模園芸開発計画

参 加 型 開 発 能 力 向 上 プ ロ グ ラ ム

T - 35

プログラム 2.　グループリーダー育成

サブプログラム 2-2　グループリーダー研修セミナーの開催

ターゲットグループ グループリーダー

背景・目的：

本プログラムで作成する研修教材を用いて、研修セミナーを実施する。

① 農村社会調査手法(PCM および PRA)の基礎知識に係る技術移転セミナー

② グループ活動の民主的運営に係るセミナー

② NGO へのアクセス、要請方法に関する技術セミナー

活動：

事業開始後 2 年以内にグループリーダー100 名程度が上記 2 分野のいずれかのセミナーに参加

することを目標とする。

① セミナー講師は、コースト州内の職員から選抜する。州内の講師候補は下記のとおり。

Mr. A.H. Mwenkalley (RALDO) ： 園芸農業現況と将来展

望

Mr. M.B. Twenye (Regional Cooperative Officer) ： 参加型開発(組合活動)

Mrs. E.S. Mwasha (DEO、Kibaha) ： 参加型開発(PRA)

② セミナーは、Ward ごとに各々の地元で実施する。

③ プログラム立ち上げ当初はドナーから派遣されるセミナー講師の支援を得るが、あくまで

も地元講師が中心となって実施する。

投入：ドナー側

① 参加型開発専門家 3 人月

② 園芸農業専門家 3 人月

③ コンピュータ・プリンター

④ コピー機

⑤ ビデオカメラ・ビデオデッキ・テレビ

投入：タンザニア政府側

① 州・県上級職員

RALDO、RPO、RCO、DEO等

② スワヒリ語通訳

期間：　事業開始後5～7 月(3 ヵ月)

期待される成果：

① グループリーダー教育訓練用教材

② グループリーダーの能力向上

③ 州・県の上級職員の指導力向上
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参 加 型 開 発 能 力 向 上 プ ロ グ ラ ム

T - 36

プログラム 2.　グループリーダー育成

サブプログラム 2-3　農業改良普及員に対する園芸農業技術指導への同時参加

ターゲットグループ グループリーダー

背景・目的：

本サブプログラムは Ward Extension Officer (WEO)および Village Extension Officer (VEO)

を対象として実施するが、グループリーダーの参加させ同時に研修を実施する。研修のコンセプ

トは、Training of Trainer(TOT)で、普及活動の補完が可能な人材を農村に育てることを目的と

する。

コースト州農村社会の特徴は公務員の退職者が多くことである。彼らは学歴が高く、英語も堪

能な農民で既にコミュニティーにおいてリーダー的存在となっている。主として普及員不在の村

落において、意識の高いグループリーダーを選出し、農業普及員(一般に高卒に当る Form 4 レベ

ルの学歴を有する)向けの技術研修への参加を促す。

活動：

｢サブプログラム 1-4 農業改良普及員に対する園芸農業技術指導｣で述べたとおり、概ね下記の

分野について研修を実施する。

① 県苗木生産圃場における園芸農業実証試験を通じた技術習得

② 環境保全(特に農薬・化学肥料の適正施与法と土壌・水保全対策)に係る技術セミナー

③ ソコイネ大学園芸農業学科、園芸先進地域、ダルエスサラ－ム青果市場等視察

④ 園芸作物関連の農産加工業・選果保冷倉庫等の見学

⑤ 作物収支(Crop Budget)の作成手法習得

投入：ドナー側

① 園芸農業専門家 12 人月

② 専門家および政府職員の地方巡回用車輛

③ 作付け試験用資機材一式

投入：タンザニア政府側

① 州・県上級職員

RALDO、DEO等

期間：　事業開始後6～14 月(9 ヵ月)

期待される成果：

① グループリーダーの園芸農業技術向上による農業改良普及員の補完。

② 行政(農業改良普及員)と農村社会(グループリーダー)の良好な関係維持。

③ 農村部に普及員代理が居住することによる普及事業費の軽減化。
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参 加 型 開 発 能 力 向 上 プ ロ グ ラ ム
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プログラム 2.　グループリーダー育成

サブプログラム 2-4　グループリーダー連絡会を通じたリーダーシップ向上指導

ターゲットグループ グループリーダー

背景・目的：

グループリーダーのキャパシティー・ビルディングを体系的に行う。On-the-Job Training を

原則とした活きた研修コースとする。

活動：

住民参加型開発の推進に向けて実施するグループリーダーのキャパシティー・ビルディングは、

研修会で個別にテーマを取り上げ、講義形式で実施するのではなく、村落毎にリーダー連絡会を

設立し、リーダー同士が意見・情報を交換し、リーダー全員で問題解決へ立ち向かう中で、能力

向上を図るしくみを構築する。リーダー連絡会には、県職員・普及員も出席し、行政側からの助

言を行う。主な研修テーマは下記のとおり。

① 村落別グループリーダー連絡会の設立と登録

② 参加型開発の概念、実現までのプロセス、留意点等

③ 各グループの問題意識、開発ニーズの情報交換

④ ジェンダー問題解説

⑤ グループの民主的運営および運営ルール・規約策定の原則

⑥ インプット・クレジット活用方法・要望取り纏め

⑦ 農産物市場価格情報の共有化

⑧ 集会場などの共同所有施設の運営・維持管理

⑨ 農作業共同化・農産物共同出荷(特に果樹栽培農家)

⑩ グループ活動日誌、会計業務・報告

⑪ 各グループの活動内容紹介(発表技術の向上)

⑫ 農産物品評会・映画会・サッカー大会等の企画

投入：ドナー側

① 参加型開発専門家 22 人月

② 園芸農業専門家 22 人月

③ 専門家および政府職員の県巡回用車輛

④ ビデオカメラ・ビデオデッキ・テレビ

投入：タンザニア政府側

① 州・県上級職員

RALDO、RPO、RCO、DEO等

② スワヒリ語通訳

期間：　事業開始後3～24 月(22 ヵ月)

期待される成果：

① グループリーダーの園芸農業技術向上

② グループの民主的運営

③ 参加型農村開発の推進
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参 加 型 開 発 能 力 向 上 プ ロ グ ラ ム
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プログラム 2.　グループリーダー育成

サブプログラム 2-5　グループメンバーとの共同作業を通じたグループ運営ノウハウの習得

ターゲットグループ グループリーダー

背景・目的：

農民グループは、結成の必要性(目的)が高いほど持続性は高いといえる。例えば、水利組合は

施設維持管理上、必要不可欠なグループである。他方、農業クレジットの借入、農作業・生産物

出荷の共同化を拠り所とする農民グループは、水利組合と比較して必要性は低く、トラブルが生

じれば容易に解散に至ることは、過去の事例が示すところである。本計画では、これを十分認識

した上で、強固なグループ活動を進めるための運営ノウハウを習得する。ただし、現実的には、

Swissaid などの成功例にならって、メンバーと思考錯誤しながら、グループ活動を進めて行くこ

とになる。

コースト州における NGO の経験によれば、持続性の高いグループの条件は、①グループの目的

が単一であること、②メンバーに家族・親類縁者を入れないこと、③統率力のある良いリーダー

がいること、④公平で透明性の高い運営がなされることなどである。リーダーに対するメンバー

の信頼は重要な要因であり、かたちだけのグループ形成に終わらないためにも、グループリーダ

ーのキャパシティー・ビルディの一環として、グループメンバーとの共同作業に着手する。

活動：

グループリーダーの養成と並行して、活動の基本ルール、責任分担などをグループメンバーと

十分話し合い、下記の作業を通じて、グループの強化を図ることとする。

① グループ活動の運営ルール・規約策定

② インプット・クレジット運用の取りまとめ役

③ グループ運営および共同所有の営農施設・農機具の維持管理に係る会費徴収

投入：ドナー側

① 参加型開発専門家 22 人月

② 園芸農業専門家 22 人月

③ 専門家および政府職員の県巡回用車輛

④ ビデオカメラ・ビデオデッキ・テレビ

投入：タンザニア政府側

① 州・県上級職員

RALDO、RPO、RCO、DEO等

② スワヒリ語通訳

期間：　事業開始後3～24 月(22 ヵ月)

期待される成果：

① グループの民主的運営

② 参加型農村開発の推進
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参 加 型 開 発 能 力 向 上 プ ロ グ ラ ム

T - 39

プログラム 3.　コミュニティーにおける意識醸成

サブプログラム 3-1　貧困層・社会的弱者のエンパワーメント(問題解決能力向上)に係る啓蒙・教育

ターゲットグループ コミュニティー活動に参加できない貧困層・社会的弱者(女性・青年)

背景・目的：

農村社会では年 4 回開催される村民会議で問題・ニーズが話され、村落全体としての意志決定

が下されている。村民会議で、行政サービスの必要性が認められれば、県に対して陳情する仕組

みとなっている。JICA 調査(農家インタビュー、PRA)を通じて得た事実は、行政アクセスへの仕組

みは多くの農民に理解されているものの、村民会議は実際には形骸化しており、開催は不定期で

出席者も限られ、村民の総意を反映した意志決定が必ずしも行われていないことを示している。

特に、貧困層は、農村社会の多数派でありながら発言の機会が限られており、行政アクセスへの

機会も低いといえる。

コースト州貧困農家小規模園芸開発計画は、貧困層・社会的弱者(女性・青年)の所得改善を通

じて、農民のエンパワーメント(問題解決能力向上)に寄与することを目指している。農民が各自

の置かれている社会環境を理解し、直面する諸問題の解決に向けての動機付け(Awareness

Creation)と実現に向けてのプロセスに係る情報公開と情報浸透の促進を本プログラムにテーマ

に加える。

活動：

ドナー、NGO の支援を受けつつ、県職員が中心となり、下記の活動を実施する。

① グループ形成の呼びかけポスター・パンフレット類作成

② PRA への参加を通じたグループ活動の動機付け

③ 参加型農村開発の概念と行政・コミュニティーの役割分担に関する啓蒙教育

④ WID の推進

投入：ドナー側

① 参加型開発専門家 22 人月

② NGO、ローカルコンサルタント

の参加型開発専門家 12 人月

③ 専門家および政府職員の県巡回用車輛

④ ビデオカメラ・ビデオデッキ・テレビ

投入：タンザニア政府側

① 州・県上級職員

RALDO、RPO、RCO、DEO等

② スワヒリ語通訳

期間：　事業開始後3～24 月(22 ヵ月)

期待される成果：

① 事業に参加する農民の増加

② グループの民主的運営

③ 参加型農村開発の推進
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参 加 型 開 発 能 力 向 上 プ ロ グ ラ ム

T - 40

プログラム 3.　コミュニティーにおける意識醸成

サブプログラム 3-2　グループ形成とグループ活動の運営ルール・規約策定

ターゲットグループ 農民

背景・目的：

グループ形成の推進を通じて、参加型園芸開発の定着・普及を図る。グループ形成が難しい村

落や社会との接触機会ガ少ない女性に対しては特別なメニューを用意し、グループ形成を促す。

形成されたグループに対して適切な助言を行い、民主的な運営システムを徐々に確立させる。

グループの民主的な運営には、メンバー全員が納得できる運営ルールが不可欠である。メンバ

ーが集まり、過去の成功事例を学びながら、ルールづくりに参加すること自体が、効果的なキャ

パシティー・ビルディングといえる。また、グループ運営上、個々のメンバーが果たすべき役割・

責任を明確にし、これらを成文化させることとする。

活動：

PRA を通じて農民への働きかけを行い、問題意識が高い農民同士が、自発的なグループ形成へ

と発展できるようなムードづくりを行う。レクリエーションを取りこみ、会議に参加しない女性

などにも気軽に参加できる機会をつくり、ビデオを用いた女性グループ活動の事例紹介、野菜種

子の無料配布、巡回医師の村訪問に合わせた健康栄養改善教育、料理教室等、多面的なメニュー

を実施する。

園芸農業開発事業へのグループ参加が合意されれば、下記の手順に従って、徐々にグループ活

動を立ち上げて行く。

① グループ形成とグループリーダー選出

② グループリーダーを中心にグループ活動の運営ルール・規約策定

③ 先行グループとの合同ミーティングを通じて事業概要を学ぶ

④ 事業への参加申請

投入：ドナー側

① 参加型開発専門家 22 人月

② NGO、ローカルコンサルタント

の参加型開発専門家 12 人月

③ 専門家および政府職員の県巡回用車輛

④ ビデオカメラ・ビデオデッキ・テレビ

投入：タンザニア政府側

① 州・県上級職員

RALDO、RPO、RCO、DEO等

② スワヒリ語通訳

期間：　事業開始後3～24 月(22 ヵ月)

期待される成果：

① 事業に参加する農民の増加

② グループの民主的運営。

③ 参加型農村開発の推進。
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参 加 型 開 発 能 力 向 上 プ ロ グ ラ ム
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プログラム 3.　コミュニティーにおける意識醸成

サブプログラム 3-3　コースト州貧困農家小規模園芸開発計画への参加指導

ターゲットグループ グループメンバー

背景・目的：

コースト州の農民は基本的には生業としての農業を営んでおり、主食である米・メイズを中心

に、市場がある程度見込めるキャッサバが広範に生産されている。野菜・果樹作物は、基幹作物

の生産とは異なり、換金作物としてわずかな面積で生産されているに過ぎない。市場・価格面で

不安定な要素を多く含むため、園芸開発は短期間に拡大することは、農民に大きなリスクを強い

ることになりかねない。

　コースト州園芸農業は、多投入野菜生産地域、低投入野菜生産地域及び果樹生産地域の 3 の地

域に類型化される。開発に当っては、それぞれの地域における園芸農業の立地条件を十分考慮し

て、地域特性に適する園芸農業を普及する必要がある。

　以上を十分認識した上で、農民への事業参加を促す。本サブプログラムでは、事業の目指すと

ころを明らかにし、グループ形成の契機とする。

活動：

普及員・グループリーダーが中心となって、主として PRA による下記の教育および情報公開を

行う。

① コースト州貧困農家小規模園芸開発計画調査で作成するガイドラインによる技術指導

② 適正な耕種法の重要性とインプット・クレジット活用法

③ 県苗木センターの役割と村落レベルでの苗木生産グループの必要性

④ 集会場等の共有施設および農薬スプレヤー等の共有農機具の運用・維持管理

同時に下記の点について、農民間に十分な認識が生まれるよう考慮する。

① ミーティングへの出席、問題・ニーズの共有

② 責任分担の明確化と相互扶助の意識向上

③ 農産物共同出荷

④ 会費支払い、クレジット返済

投入：ドナー側

① 参加型開発専門家 22 人月

② 園芸農業専門家 22 人月

③ 専門家および政府職員の県巡回用車輛

④ ビデオカメラ・ビデオデッキ・テレビ

投入：タンザニア政府側

① 州・県上級職員

RALDO、RPO、RCO、DEO等

② スワヒリ語通訳

期間：　事業開始後3～24 月(22 ヵ月)

期待される成果：

① コースト州園芸農業開発計画の促進

② 参加型農村開発の推進
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参 加 型 開 発 能 力 向 上 プ ロ グ ラ ム
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プログラム 3.　コミュニティにおける意識醸成

サブプログラム 3-4　コミュニティ施設を利用したグループ化の促進

ターゲットグループ 村民

背景・目的：

生産、販売、流通などを含む農業全般および農村生活のすべてにわたって、村民はまとまるこ

とにより、より強い力を発揮し、利益を受けるようになる。殆どの農民はまとまることの利点

を理解しており、必要最小限度のまとまりはすでにできているといえる。しかし、インセンテ

ィブや場所を与えない限り、より強力なグループ化は難しい。このサブプログラムでは、村民

がまとまらないと効果が出にくい施設を提供して､その利用状況や運営方法、グループ化の動き

を実証する。

多目的集会所：多くの集落では、集会所として、学校のあるところでは校舎を使い、無いとこ

ろでは木の下、政党の事務所などを使っている。集会所を造り、集会が頻繁に開けるようにす

る。特に、女性グループや若者グループも遠慮なく集会が開けるような雰囲気を醸成する。

精米機(製粉機)：これらの機器は食生活の基礎であり、これらがないところでは、精米所まで長

距離間穀物を徒歩ないし自転車で運搬している。これらは主に女性の仕事であり、このために

農作業、家庭業務が制約を受けている。

活動：

多目的集会所：集会所の建設と運営は原則として村民主体で行なうものとする。集会所の運営

の為に組織を作る。実証調査の中では、利用方法と運営管理方法を検証する。集会所によりグ

ループ化がどう進行するかを実証する。また、長老グループ、女性グループ、若者グループな

どに曜日を割り当て、それぞれがどのように利用するかも見る。

精米機：精米所の運営のために組織を作る。精米所の運営管理がどのようになされるか、又、

精米機の設置により女性の労働がどれだけ軽減されるかを検証する。又、精米機を守る為に、

雨の入らない、鍵のかかる小屋を建築する。

投入：ドナー側

農村社会専門家

施設建築専門家 1 人月/1 ヶ所

集会所建設

精米所建設

　　　　　

投入：タンザニア側

DALDO
普及員

期間：建設は実証調査開始後 1 ヶ月、モニターはその後も継続

期待される効果：

① グループ化の促進

② 女性労働の軽減

③ 村民のコミュニケーションの活発化
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表 5.4.2  参加型開発プログラム (PDM)

プログラムの要約 指標 指標データ入手手段 外部条件
上位目標

小規模農家の収入が増加す
る

プログラム目標

DO、WEO、VEO が農民参
加型開発の支援とｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
をする

農民がｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾞｰｽの園芸
開発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに参加する

成果

1. DO、WEO、VEO は農民
の開発ﾆｰｽﾞを理解し、そ
の 解 決 方 法 と と も に
District Office に報告す
る

2.参加型ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの計画と
実施に関して、 DO 、
WEO、VEO は農民に対
して行政的、技術的援助
を行なう

3. DO、WEO、VEO はﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを実施す
る

WEO と VEO の行政、
技術能力が改善される

WEO と VEO は事業計
画と記録を準備する

WEO と VEO は定期的
に DO に報告する

VEO は村議会、その他
のﾘｰﾀﾞｰの集会に出席す
る

問題系図、目的系図、
PDM, ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ

DO、WEO、 VEO の作
業計画と日報

WEO、VEO の会議記録、
毎 月 の  Training
Session の出席率

T&V ｼｽﾃﾑの構築

村落会議の記録

村会の議事録

DO、 WEO、 VEO に対
する兵站支援がなされる

活動

1-1 DO、WEO、VEO に対
して、ﾃｷｽﾄと資材（ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ）を用意する

1-2 DO、WEO、VEO に対
して農業、地方開発政策
と参加型開発方法のｶﾞｲ
ﾀﾞﾝｽを行なう

1-3 DO、WEO、VEO に対
して PCM の訓練をす
る

2-1 DO、WEO、VEO は参
加型開発のｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝを
用意する

2-2 農民の意識醸成とｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ活動のためにﾎﾟｽﾀｰや
ﾋﾞﾗを用意する

2-3 WEOと VEOは農民が
開発ﾆｰｽﾞの認識をする
よう鼓舞する

3-1 DO、WEO、VEO に対
して PBME の訓練をす
る

投入

援助側

要員
1) ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾘｰﾀﾞｰ
  (組織専門家)
2) 参加型開発専門家

資機材
1) 運搬機器
2) ｺﾋﾟｰ機
3) ｺﾝﾌﾟｰﾀとﾌﾟﾘﾝﾀ
4) 移動式ｵｰﾃﾞｨｵ ｾｯﾄ

施設
1) 集会所
2) 集会所に付属する

事務所

タンザニア側

要員
1 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾏﾈｰｼﾞｬｰ
2) ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

ﾛｰｶﾙｺｽﾄ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施、運営費
用

NEAP IIがｽｹｼﾞｭｰﾙとおり
に実施される

農民は積極的にｸﾞﾙｰﾌﾟ行
動に参加する

前提条件

政府は現在の普及政策を
変えない

Distinct Offices の機能が
変わらない

Remark : DO (District Officer), WEO (Ward Extension Officer), VEO (Village Extension Officer)
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表 5.5.1 　　県苗畑プログラム ( P D M )

プロジェクトの要約 指　　標 指標データ入手手段 外部条件

上位目標

農民の農業収入が増大する。 果樹生産による収入が、5 年
間で 10%増大する。

農家調査 農業普及体制が維
持・強化される

プロジェクト目標

優良苗木により果樹園が更新さ
れる。

年間 100,000 本の優良苗木が
小規模農家の農地に植え付
けられる。

販売記録、
農業普及員の活動記録

果樹の価格が暴落
しない。

成果

1. 果樹の優良苗木が生産さ
れる。

2. 果樹の優良苗木が小規模
農家に適正価格で販売さ
れる。

3. 小規模農民が優良苗木で
果樹園を更新する。

4. 小規模農民が改良技術に
より優良苗木を生産する。

5. 小規模農民が適正な野菜
を改良技術を用いて栽培
する。

それぞれの苗木圃場が年間
20,000本の優良苗木を生産・
分配する。

苗木圃場作業記録、
販売記録

苗木の分配が滞り
なく行われる。

ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ政府が適
切な人員配置を行
う。

苗木圃場の収入が
次期の運営費用に
当てられる。

ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ専門官が
援助側から改良技
術を修得する。

活動

1-1 すべてのﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄが苗木
圃場を設置する。

1-2 苗木圃場が改良技術によ
り優良苗木を背 4 違算す
る。

2 優良苗木を農民に分配す
る。

3 農民が農地に適切に苗木
を植え付ける。

4 苗木生産の改良技術を農
民に展示する。

5-1 野菜の品種・品目の現地
適応試験を実施する。

5-2 野菜生産技術を農民に展
示する。

投入

援助側
要員

1) ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾘｰﾀﾞｰ 24 M/M
2) 園芸専門家 60 M/M

資機材
1) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ 2 units
2) ｺﾋﾟｰ機 1 unit
3) ﾌｧｯｸｽ機 1 unit
4) ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ 5 units
5) 簡易ﾎﾟﾝﾌﾟ 5 units
6) 背負式噴霧器 5 units
7) 秤 5 units
8) 土壌検査ｷｯﾄ 5 units
9) 水質検査ｷｯﾄ 5 units

施設 (5 sets)
1) 事務所 3 rooms
2) 倉庫 1 unit
3) 宿舎 3 rooms
4) ﾈｯﾄﾊｳｽ 1 unit

タンザニア国側
要員(5 sets)

1) ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾏﾈｰｼﾞｬｰ30 M/M
2) 園芸専門官 60 M/M
3) 事務官 30 M/M
4) 作業員 (5) 300 M/M

資機材 (5 sets)
1) 事務所備品
2) 農機具

施設 (5 sets)
1) Farmland ± 4 ha
2) Shallow well 1 unit

前提条件

ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ政府が意
欲的に事業を推進
する。

適地が確保でき
る。
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表 5.6.1 農村交通運搬改善プログラム（PDM）

プログラム要約 指標 指標データ入手手段 外部条件

上位目標

小規模農家の収入が増加する
園芸開発の環境が改
善される

プログラム目標

地方道路の維持管理を通して交

通の改善と新交通手段の導入

道路の大規模修理と
建設が政府の計画ど

おりに実施される

成果

1. 新手段により地方の交通が便

利になる

2. 新手段の導入により村民は道

路補修の必要性を強く認識す
るようになる

3. 住民組織が道路補修の重要な
役割を担うようになる

4. 道路補修用機器が円滑に充当
されるようになる

ｺｰｽﾄ州では 5 年以内に全ての村

でﾘﾔｶｰが使われるようになる

2005 年までにｺｰｽﾄ州のほとんど

すべての村で住民参加による道
路補修が行なわれる

地方で行なわれる交通量調査 住民が新交通手段を

利用することに対し
て障害がない

必要な数の維持管理

機械が政府により確
保される

ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ政府が適切

な人員配置を行なう

活動

1-1 ﾘﾔｶｰによる新運搬手段が実証

調査によりもたらされる

1-2 新運搬手段のﾊﾟｲﾛｯﾄ地区が

実証調査のために選別され
る

2 道路補修の為の新しい住民
参加方式を組み立てる

3 道路補修の為に住民組織の
能力開発を行なう

投入

援助側

要員
1) Specialist

資機材

1) Cart/ trolley 45 nos.
2) Attachments L.S.

タンザニア側

要員
1) Counterpart

前提条件

道路条件が悪く、緊
急の改修を必要とす
る

園芸開発が進む
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