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Resultado 
del 

Estudio Básico

para la elaboración 
del programa de la cooperación 
en la provincia de Chimborazo

con el objeto de reducir la pobreza

Agencia de Cooperación internacional del Japón  
(JICA)
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①貧困削減プログラム案（エクアドル側への説明資料） 
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Ciclo Negativo hacia la Aceleración del
Problema de la Pobreza

（Correlación entre deterioro de recursos naturales y la pobreza)

Explotación excensiva
（Masiva deforestación）

Deterioro de 
Recursos Naturales

（Erosión de suelo, Devastació
de cuenca）

Baja Productividad
Agrícola

Ciclo
Negativo

●Baja fertilidad de  suelo
● Empeoramiento de 

Recursos Hídricos

Reducción
Ingreso

Aceleración 

n

de

del 
Problema de la

Pobreza

Reducción de la Pobreza en la Provincia de 
Chimborazo

El Concepto hacia la Reducción de la Pobreza
Reducción de la Pobreza
en la Zona de la Sierra

Establecer un model de desarrollo Coordinación entre instituciones relacionadas
(Gobierno, Donante, ONGs, etc.）

Desarrollo
Rural 

Integral

-Difusión de programa 
de alfabetización
-Mejoramiento de la 
calidad de educación 
-Mejoramiento y 
aumento de instalación 
escolar

-Desarrollo y 
mejoramiento vial
-Instalación de sistema 
de agua potable
-Instalaciones 
comunales

-Difusión del 
conocimiento básico 
sobre sanidad
-Acceso al agua sana
-Mejoramiento del 
servicios de asistencia 
médica
-Mejoramiento y 
aumento de instalación 
de asistencia médica

-Mejoramiento de la 
productividad agrícola
-Introducción del cultivo 
de valor agregado
-Procesamiento del 
producto agrícola
-Mejoramiento de la 
distribución y 
comercialización del 
producto agrícola
-Desarrollo de sistema 
de riego Recuperación de la función de cuenca a través de 

forestación y Conservación de suelo

Se necesita un Desarrollo
integral ya que todos los 
factores de la Pobreza se 
relacionan mutuamente.

Mejoramiento de 
la condición de 
salud

Aplicación del 
modelo
principalmente
por esfuerzos
del Gobierno

Mejoramiento
del ingreso

Desarrollo de 
Infraestructura 
básica

Conservación de 
Recursos Naturales

Mejoramiento 
de la condición 
de educación
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◆Ministerio del Ambiente y la 
dirección provincial
◆El Consejo provincial de 
Chimborazo

1)Recuperación de la función de cuenca a través de 
forestación y recuperación de vegetación
2)Conservación de suelo

Establecimiento
de la base  al 
desarrollo rural 
sostenible

Conservación
de Recursos
Naturales

◆Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones y dirección 
provincial
◆El Consejo provincial de 
Chimborazo

◆Cooperación no reembolsable1) Desarrollo y mejoramiento vial
2)Instalación de sistema de agua potable
(acceso al agua sana)

3)Instalaciones comunales

Mejoramiento del 
ambiente de la 
vida social

Infraestructur
a Social

◆Ministerio de Educacón y 
dirección provincial
◆El Consejo provincial de 
Chimborazo

◆Proyecto de asistencia técnica, Envío 
de experto, Estudio para el desarrollo, 
Envío de voluntario
◆Cooperación no reembolsable

1) Difusión de programa de alfabetización
2)Mejoramiento de la calidad de educación 
(capacitación a los maestros, mejoramiento de 
textos etc.)
3) Mejoramiento y aumento de instalación escolar 

Mejoramiento de 
la equidad (ratio 
de alfabetización 
y ingreso) y 
calidad de la 
educación

Educación

◆Ministerio de Salud Pública y la 
Dirección provincial
◆El Consejo provincial de 
Chimborazo

◆Proyecto de asistencia técnica, Envío 
de experto, Estudio para el desarrollo, 
Envío de voluntario
◆Cooperación no reembolsable

1)Difusión del conocimiento básico sobre sanidad
2)Mejoramiento del servicios de asistencia médica 
(creación de recursos humanos etc.)
3)Mejoramiento y aumento de instalación de 
asistencia médica

Mejoramiento de 
la condición de 
salud de la 
habitantes

Salud

◆Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuicula y Pesca y la 
Dirección Provincial
◆El Consejo provincial de 
Chimborazo

◆Proyecto de asistencia técnica, Envío 
de experto, Estudio para el desarrollo, 
Envío de voluntario
◆Cooperación no reembolsable,
◆Fondo de reserva de 2KR

1)Difusión técnica para mejoramiento de la 
productividad agrícola
2)Introducción del cultivo de valor agregado
3)Procesamiento del producto agrícola
4)Creación de la fuente de ingreso
5)Mejoramiento de la distribución y 
comercialización del producto agrícola
6)Instalación de infraestructura básica(riego, 
instalación para procesamiento, acopio etc.)

Mejoramiento del 
ingreso

Desarrollo 
Rural

Organismo contraparteModalidad de la cooperación 
del Japón (suposición)

Medio para lograr el objetivoObjetivo del 
desarrollo

Sector

El Programa de la Reducción de Pobreza en el el Area Rual de la Zona de la Sierra (primer borrador)
La Meta Superior：Reducir la pobreza en el area rural de la zona de la Sierra a través del mejoramiento del ingreso, salud, 
educación y del ambienre de la vida social. 

Método de la Cooperación：Enfocándose la Provincia de Chimborazo como el modelo piloto, la cooperación intersectorial se 
realizará desde punto de vista del Desarrollo Rural Integral. En la realización de la dicha cooperación, se considerá a 
efectuar los desarrollos de capacidades de los organismos contrapartes para que la meta superior se pueda lograr por el 
esfuerzo propio de la parte ecuatoriana. La siguiente Tabla indica el objeto de desarrollo, los medios, la modalidad de la 
cooperación (suposición) y de los organismos copntrapartes relacionados de cada sector que se formará el Programa.
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2007 年 7 月 25 日 

エクアドル駐在員事務所事前調査結果 

 

１.エクアドルにおける貧困問題の概観 

（１）現状 

①全国の貧困指数             

     【貧困指数】 

  1995 1998 1999 2006 

貧困ライン（1 ヶ月） 48.20 45.60 43.00 56.6 

極貧ライン（1 ヶ月） 27.6 26.28 23.24 31.92 

貧困ライン（1 日） 1.61 1.52 1.43 1.89 

極貧ライン（1 日） 0.92 0.88 0.77 1.06 

消費貧困率 39.30 44.70 52.20 38.30 

消費極貧率 13.60 18.80 20.10 12.80 

消費貧困率（都市部） 23.0 28.8 36.4 24.9 

消費極貧率（都市部） 4.1 7.8 8.0 4.8 

消費貧困率（農村部） 63.0 66.8 75.1 61.5 

消費極貧率（農村部） 27.4 33.9 37.7 26.9 

所得分配(最富裕層上位 10％） 32.00 33.80 34.70 35.40 

所得分配（最貧層上位 10％） 2.20 2.10 2.00 1.90 

消費ジニ係数 0.43 0.44 0.45 0.46 

必要最低限貧困指数（NBI）(全国） 53.60 53.30 50.60 45.80 

必要最低限貧困指数（NBI）(都市部） 29.20 29.80 26.30 24.80 

必要最低限貧困指数（NBI）(農村部） 88.80 85.30 85.80 82.20 

社会的統合層（下記②参照） 40.80 39.40 37.50 47.20 

恒常的貧困層（下記②参照） 33.70 37.40 40.30 31.30 

           出所：INEC-第 5 回 ECV 

 

 エクアドル国家統計調査局(INEC)が 2005-2006 年に実施した第 5 回生活状況調査（ECV）

では、貧困ラインを一定期間に必要な財・サービスの基礎バスケットの一人分の価格と定

義し、このライン以下の層を貧困層と見なしているのに対し、極貧ラインを 1 日に必要な最

低限の栄養素（2,141 キロカロリー）を満たすために要する 1 人分のコストと定義し、このライ

ンに到達しない層を極貧層と見なしている。 

 消費貧困ラインは、1995 年から 1998 年、1999 年にかけて下降傾向にあったものの、2006

年に貧困ラインは 1 人１日当たり 1.89 ドル、極貧ラインは 1.06 ドルまで上昇しており、物価

の上昇に伴い 7 年間で 0.27 ドル増、0.14 ドル増している。他方、貧困ラインを基準にした

2006 年の消費貧困率は 1995 年比 1％減、1999 年比 13.9％減の 38.3％、貧困極貧率は、

1995 年比 0.8％減、1999 年比 7.3％減の 12.8％となっている。1998 年から 1999 年にかけて

消費貧困率が急激に上昇しているのは、98 年からの金融危機と通貨危機、それに伴うイン

②エクアドル駐在員事務所事前調査結果） 
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フレの高騰等の影響を受けたものであるが、2000 年のドル化導入以降少しずつ回復し、現

在の水準に留まっている。 

 他方、基本的ニーズの非充足度を基にした必要最低限貧困指数（NBI）は、消費貧困率よ

りも高く、2006年では45.8%であり、都市部と農村部の差は57.4%にも上る等かなりの格差が

あることが分かる。 

 また、2006 年の所得分配について見てみると、1995 年に比し、最富裕層 10％の分配率

は3.4%上昇、最貧層10％の分配率は0.2％減（ジニ係数も0・03％増）となり、消費貧困率が

減少傾向にあるからといえ、所得分配の不平等さが軽減していることを意味するのではな

い。 

 

②カッツマン分類                 

 INEC による第 5 回生活状況調査（ECV）では、消費貧困と必要最低限貧困指数（NBI）を

組み合わせて貧困の類型であるカッツマン分類を用いているが、この分類によれば、貧困

ライン以下で且つ基本的ニーズを満たしていない「恒常的貧困層」は全国で 31.3％に上る。

貧困の中でも最も危機的な状況にある同層は、日常的に最低限の財・サービスが入手不

可能且つ常に窮乏状態が続いており、適切な住居を有しておらず、家族の全てのメンバー

に対して教育や保健サービス、雇用機会へのアクセスを保証することが困難な状況にある

層である。 

 基本的ニーズは満たしながらも、貧困ライン以下にある「最近貧困層」も 7％存在する。最

近の生活水準が下降傾向にあり、労働の報酬が購買力を上回らない場合に、恒常的貧困

層に転じる危険性がある層となっている。なお、貧困ライン以上にはあるが、基本的ニーズ

は満たしていない「慢性的貧困層」は全国で 14.6 ％に上っている。同層は、家庭の経済状

況は上昇プロセスにあり、過去には貧困層にあったものの、基本的ニーズについてはまだ

不足する部分がある層である。          

                         【貧困の分類】 

基本的ニーズによる分類 カッツマン分類 

（2005-2006） 非貧困 貧困 

非貧困 
社会的統合層 

47.2％（6,229,820）

慢性的貧困層 

14.6％（1,925,502） 
貧困ライン 

貧困 
最近貧困層 

7％（926,628） 

恒常的貧困層 

31.3％（4,131,915） 

                                       出所：INEC-第 5 回 ECV 

③県別 

 県別では、2005-2006 年の県別の消費貧困率と必要最低限貧困指数の順位は、ボリー

バル県がいずれの指数でもトップとなっており、アマゾン地帯（5 県の平均）が消費貧困率で

2 位、基本的ニーズによる貧困率が 3 位である以外は必ずしも一致しない。しかしながら、

消費貧困率及び必要最低限貧困率の上位 7 県･地帯には、ボリーバル県、アマゾン地帯、

チンボラソ県、エスメラルダス県及びロス・リオス県が共通して入っている。 

 なお、ピチンチャ県、アスアイ県、エル・オロ県については、所得貧困率が低く、基本的ニ

ーズの充足度が高い上位 3 県となっているが、例えばピチンチャ県については、絶対数とし
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ては他県を上回っており、相対的な貧困率は他の県よりも低いかもしれないが、貧困状況

が深刻な地区もあることを留意する必要はあろう。 

 

                       【県別貧困指数 2005-2006 年】 

地域 県 
消費貧困率（％） 

 順位 

必要最低限貧困率

（％）順位 

Esmeraldas 6 49.7 5 64.2

Manabí 5 53.2 6 62.7

Los Ríos 7 49.9 2 71.7

Guayas 13 34.8 12 44.2

海岸地帯 (コスタ） 

El Oro 14 28.1 14 35.7

Carchi 3 54.6 11 45.9

Imbabura 10 43.7 13 38.9

Pichincha 16 22.4 16 20.6

Cotopaxi 8 47.9 4 65.0

Tungurahua 12 36.2 10 48.3

Bolívar 1 60.6 1 73.6

Chimborazo 4 54.1 7 59.2

Cañar 11 38.8 9 50.7

Azuay 15 26.6 15 31.9

山岳地帯 （シエラ） 

Loja 9 47.2 8 55.3

アマゾン地帯（オリエンテ) Amazonia※ 2 59.7 3 71.0

※ スクンビオス県、オレジャナ県、ナポ県、パスターサ県、モロナ・サンチアゴ県、サモラ・チンチペ県        

出所：INEC-第 5 回 ECV 

④都市部と農村部 

 貧困率を地区別に見れば、都市部の割合は貧困層が 24.9％、極貧層が 4.8％であるのに

対し、農村部では貧困層が 61.5％、極貧層が 26.9％と高い数値を示しており、農村人口に

貧困の発生率が高いと言える。貧困農民が多い地域においては、主に男性によるスペイン

や米国等の国外及び国内都市部への出稼ぎが多く見られるが、それらの地域では、働き

手は婦人や老人が中心となり自給自足の農業（三ちゃん農業）が営なわれ、過疎化や家庭

崩壊の危機に見舞われつつあるところも多い。 

 2001 年の国勢調査（基礎情報整理表を参照）に基づけば、必要最低限貧困指数（NBI）が

60％以上になっている県は全国 22 県中 17 県にもおよび、全国平均で 61.3％と高い数値に

あり、特に農村人口の多い県に高率の NBI が認められる。 

 さらに、上記資料によれば、5 歳以下の幼児の 45.1％が栄養失調状態にあり、当該年齢

で正常な体重を下回っているが、これは特に農村人口の多い県に顕著であり、60％前後に

も達する県が 9 つも存在する。同様に 5 歳未満児死亡率についても、農村人口の多い県が

全国平均の 24.8％の 2 倍前後と高い率を示している。識字率（15 歳以上）に関しても、全国

平均の 9％を上回っているのは、シエラ（山岳地帯）における農村人口の多い県に集中して

－35－
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いる。 

 以上により、当国における貧困は、農村人口の多い県により顕著に見られ、都市部よりも

農村部においてより深刻であると考察される。 

 

⑤エクアドルにおける人間開発指数 

 以上は、消費貧困率及び必要最低限貧困指数（NBI）を基にしたものであるが、2007 年 3

月に政府により発表された国家 4 ヵ年計画では、エクアドルにおける人間開発目標として、

「GDP でも個人消費でもなく、人間開発指標（HDI）及びジェンダー開発指数（GDI）となる」と

明記してあり（第 4 章。15 頁）、HDI の重要性が強調されている。 

 国連開発計画（UNDP）が毎年発表している HDI は、出生時平均余命を平均寿命指数とし、

成人識字率及び総就学指数を教育指数、1人当たりGDP（PPP US＄）をGDP指数として、

3 つの指数を総合的に算出したものであるが、2004 年のエクアドルの出世時平均余命は

74.5 歳、成人識字率は 91.0％、一人当たり実質 GDP は 3,963US＄となり、HDI は 0.765(177

カ国中 83 位)であり、人間開発中位国と位置づけられている。(http://hdr.undp.org/hdr2006/ 

statistics/countries/country_fact_sheets/cty_fs_ECU.html 参照) 

 

                   【エクアドルにおける HDI の動向】       

1975 0.632

 1980 0.676

1985 0.700

1990 0.716

1995 0.732

2000 ‐‐‐ 

2002 0.753

  2003 0.759

  2004 0.765

                 出所：人間開発報告書 2006（国連開発計画（UNDP）） 

          

 エクアドルの県別 HDI も発表されているが、エクアドル社会指数総合システム（SIISE）の

報告書によれば、下記県別 HDI は異なる出所を利用していることから、国連開発計画

（UNDP）が発表する HDI と比較することはできない。しかしながら、エクアドルの貧困状況を

考える時、消費貧困率及び基本的ニーズの非充足度を考慮した必要最低限貧困指数

（NBI）に加え、保健、教育等の要素を含めた HDI を考慮することは必要ではないか。 

 下記の表は 1999 年調査であり、2007 年現在まで多少の変遷はあると思われるが、県別

の状態を知るにはまだ有効であると考える。消費貧困率と必要最低限貧困指数（NBI）によ

る貧困率の上位 7 県と比較しても、順位の違いはあるものの、何れもボリーバル県、アマゾ

ン地帯、チンボラソ県、エスメラルダス県、ロス・リオス県の 4 県 1 地帯が共通して含まれて

いることが分かる。 
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                【エクアドル県別人間開発指標（IDH_）/1999 年】 

  IDH(1） IDH(2) （ジニ係数調整後） 

県 指標 順位 指標 順位 

Chimborazo 0.593 16 0.533 16 

Bolívar 0.599 15 0.547 15 

Cotopaxi 0.613 14 0.554 14 

Amazonia 0.619 13 0.568 13 

Cañar 0.651 12 0.598 12 

Los Ríos 0.654 11 0.603 9 

Esmeraldas 0.655 10 0.603 10 

Imbabura 0.662 9 0.601 11 

Manabí 0.667 8 0.612 7 

Loja 0.667 7 0.607 8 

Tungurahua 0.683 6 0.619 6 

Azuay 0.689 5 0.619 5 

Carchi 0.694 4 0.641 4 

El Oro 0.711 3 0.654 3 

Guayas 0.724 2 0.663 2 

Pichincha 0.758 1 0.685 1 

全国 0.693 .. 0.627 .. 

                            出所：ECV,CEPAR(人口統計・母子保健調査) 

 

【貧困指標別比較】 

   出所：ECV,CEPAR 

 

消費貧困率（％） 

（2005－2006 年） 

必要最低限貧困率(％） 

（2005－2006 年） 

人間開発指標(HDI) 

（1999） 

全国平均 38.3 全国平均 45.8 全国平均 0.627

Bolívar 60.6 Bolívar 73.6 Chimborazo 0.533

Amazonia 59.7 Los Ríos 71.7 Bolívar 0.547

Carchi 54.6 Amazonia 71.0 Cotopaxi 0.554

Chimborazo 54.1 Cotopaxi 65.0 Amazonia 0.568

Manabí 53.2 Esmeraldas 64.2 Cañar 0.598

Esmeraldas 49.7 Manabí 62.7 Los Ríos 0.693

Los Ríos 49.9 Chimborazo 59.2 Esmeraldas 0.603
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⑥民族別 

 INEC の第 5 回 ECV によれば、エクアドルの民族構成比（％）はメスチーソが国民の

大半を占めているが（78.8％）、先住民 8.5％、白人 7.0％、アフロ系エクアドル人 5.7％

となっている。民族別の貧困指標によれば、貧困率については先住民が全国平均を

31.7％上回る 70.0％、アフロ系が全国平均を 10.4％上回る 48.7％、極貧率については

先住民が全国平均を 28.3％上回る 41.2％、アフロ系が全国平均を 0.9％上回る数値と

なっている。また、消費・所得、教育、住宅環境分野においても同様、先住民及びアフ

ロ系は全国平均よりも下回る結果となっているが、失業率については、アフロ系、白

人層が全国平均を上回る数値となっており、特にアフロ系女性が 16.5%と一番高い失

業率となっている。 

 以上を鑑みれば、県によっても格差はあるとは言え、農村部の先住民、アフロ系エ

クアドル人が貧困の打撃を一番受けている層と言えるのではないか。 

 

（２）貧困に対する政府の施策 

 貧困削減に向けた政府取り組みとして、コレア政権は以下の国家計画を発表している。 

①「エクアドル共和国・国家４ヵ年計画」（2007 年 3 月）： 

 貧困の削減（経済格差是正、失業者削減、生産性向上、競争力強化等）、基礎教育の改

善強化（含む教員の質向上）、環境保全（土壌、上下水道、森林、生物多様性の持続的管

理等）、防災（自然災害の予防促進）等。 

②「エクアドル政府経済プログラム」（2007 年 4 月）： 

 経済活性化のための部門別投資予定額を提示。失業率の改善、非石油部門の成長等の

施策を強調。 

③「社会行動計画」(2007 年 4 月 19 日)： 

 なお、国家開発計画ともいえる「国家社会開発・生産・環境計画 2007－2010」及びその

続編ともいえる「国家持続的人間開発計画（仮称）」は、大統領府企画開発庁が鋭意策定

中であり、それぞれ 8 月、12 月に公表される見込みである。 

  

（３）他ドナーの動向 

①各ドナーの動向については、エクアドル国際協力庁（INECI）が作成した「協力案件一覧

（スペイン語）」を参照。 

②農業分野においては、別添「エクアドルのドナー機関･国の主要貧困関連プロジェクト」の

通り。また、教育分野においては、現時点では別添の通り一部の情報のみ入手。現在教育

省に情   報提供依頼中。 

 

２．プロ形の対象地域・対象層の概定 

2001 年の国勢調査結果（基礎情報整理表および医療情報整理表を参照）に基づく消費

貧困率、必要最低限貧困指数（NBI）、栄養失調児の割合、非識字率、農村人口の割合、

人口密度、さらには首都（キト）からの距離・交通の便、今後実施予定の開発調査（シエラ

地域）との関連性などを貧困対策プロジェクト形成の観点から縦断的且つ総合的に考察す

れば、対象地域は、シエラ地帯の中央部（特にチンボラソ県地域）に絞られ、その際、対象
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層は農民層（含む先住民族）に概定できよう。 

シエラと一言で言っても、地形や標高によって気象条件は異なり、土壌や水資源の状態

も変化するので、地理的には全て同じ状況にあるとはいえないが、農村部における貧困問

題の内容や課題はほぼ共通していると考えられる。チンボラソ県はこれらの地域の中でも、

農村人口や先住民人口率、非識字率、栄養失調児の割合も高いことから、調査を深める

際に、同県をシエラの貧困問題を捉える際の代表例とすることに問題はないと思料する。 

以上より、同県をモデル地域として、周辺県、延いてはシエラ全体に広げて捉えることは

可能である。特に今後予定されている「シエラ北部地域における貧困削減のための小規模

農家支援体制再編計画」との連携による面的広がりが期待できる。また、平成 14 年 11 月

から平成 17 年 9 月に実施された「シエラ南部地域活性化・貧困削減計画調査」を活用する

ことでも、更なる広がりに繋がると思われる。 

 

３．概定した対象地域・対象層の抱える貧困問題の現状とその要因分析 

（１）現状 

①対象地域（チンボラソ県全域）の県庁所在地リオバンバ市は、キトから南へ 188Km の地

点に位置し（陸路所要時間 3.5 時間）、12.5 万の人口を擁する。標高は 2,754m である。（キ

トは 2,850m） 同市の近くには、「エ」国最高峰であるチンボラソ火山（海抜 6,310m）が聳え

立つ。 

②チンボラソ県は 10 の郡（Cantón）と 61 の地区(Parroquia)より構成される。郡別 NBI を見

ると、10郡の中でも、Guamote（96.11％）、Colta（93.11％）、Alausí（85.96％）の3郡が突出し

ている。これは、同県の先住民人口率においても、93％、86％、54％と順位を同じくしてい

る。なお、先住民の多くは農民であり、同県の非識字率を高くしている。（全国で最も高い

19％）  

③同県の主要産業は、農業、商業及び観光業である。 

④貧困率、NBI、栄養失調児の割合、非識字率等により定義される貧困層は農村（農民）に 

 優勢的に認められる。 

 

（２）貧困の要因分析 

①地方政府の財源が不十分である 

・2004 年のチンボラソ県の GDP は全国の 1.66％（暫定値。以下同様）にすぎず、全国 22 件

中 14 番目となっている。セクター別にみれば、農牧畜・林業は全国レベルの 2.8％（県 GDP

の 14.8％）、商業は 2.5％（県 GDP の 18.4％）、製造業は 1.5％（県 GDP の 19.7％）となって

おり（エクアドル中央銀行報告書/ISSN-1390‐1818/2006 年 5 月発行）、同県の経済は小規

模であることが分かる。 

・住民の必要性に対してチンボラソ県・郡に配当される政府予算が限られていること、農牧

業やセメント産業以外に特筆すべき産業が発展していないこと等の理由により、県・郡の財

政状況は良いとは言えず、中・長期的な貧困対策に充当するだけの十分な財源がない。 

 

②然るべき労働力が流出している 

・1990 年から 2001 年の全国の人口動態は、都市部で 3.00％増、農村部で 0.85％（全体で
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2.10％）となっているが、チンボラソ県では都市部で 2.50％増加したのに対し、貧困状況が

深刻な農村部では僅か 0.12％増に留っており（全体で 0.98％）、人口増加率が非常に低く、

同県内或いは他県都市部、国外への人口流出が生じている（国家統計調査局（INEC）‐人

口調査）。 

・ヒアリングの結果、実際に貧困農民が多い地域において一番の働き手となるべき男性の

世代が国内都市部や国外に出稼ぎにでていることが判明したが、残された家族への送金

が定期的に行われているのかは定かでないだけでなく、出稼ぎにでたまま帰ってこないケ

ースもあることから、農村部では婦人や高齢者が中心となって自給自足の農業を細々と営

んでいる。従って、貧困の状況は継続しており、労働力を呼び戻すことが課題となってい

る。 

 

③教育を受ける機会が制限されている 

・成人の非識字率については、全国平均が 9.0％、シエラ平均が 9.3％であるのに対して、チ

ンボラソ県は2倍以上の19.0％、郡別に見ると先住民人口が高い3郡の非識字率が32.1％

－37.3％という高い結果を記録している。更に、機能的非識字率については県全体で

31.1％（全国平均 21.3％、シエラ 20.8％）、10郡の中でも最高 50.2％まで達している。これは、

住民側に識字教育を受ける機会が少ない状況を示すものであるが、成人に対する識字教

育を施す機関・組織の数やプログラムに制限があること、農村部では日々の労働や家事が

忙しく、勉強に対するインセンティブや時間を確保するのが困難であること等が原因と考え

られる。 

・就学年数についても、全国平均が 7.3 年、シエラ平均が 7.5 年であるのに対し、チンボラソ

県では 5.8 年まで下がり、郡別に見ると、コルタ郡が 2.9 年、グアモテ郡が 2.7 年、アラウシ

郡が 3.2 年となり、小学校前半で辞める児童が多い。 

・なお、8－17 歳の児童・青年のうち、働いているが学校に行っていない割合は、県全体で

は 13.8％に上り、 全国平均の 9.6％、シエラ平均の 11.4％を上回る数値となっている。また、

小学校純就学率が 90.4％であるのに対し（全国平均は 90.2％、シエラ平均は 92.1％）、小

学校修了率は僅か 54.3％に留まり、全国平均 67.9％、シエラ平均 71.1％よりも大幅に下回

る数値となっている。就学しても卒業できない児童が多いという問題は、家庭の貧困ゆえに

子供を働かせざるを得ないという事情や親の意識を反映したものであろう。 

・教育機関は都市部に集中しているが、農村部では地理的な立地条件等から在職教員１

人の学校（Escuelas Unidocentes）が多く、一人当たりの教師が受け持つ生徒の人数が多

い。こうした学校はインフラ設備が整っていないだけでなく、教育の質の問題にも繋がって

いる。 

 

④医療・保健サービスへのアクセスが容易ではない 

・チンボラソ県はコトパクシ県に次いで 2 番目に乳幼児死亡率が高い県となっており（1,000

人中 23.6 人。全国平均 17.2 人。シエラ平均 19.3 人）、郡別にみるとコルタ郡が 50.8 人、ペ

ニペ郡が 47.6 人、クマンダ郡が 48.0 人となっている。CODERECH 発行の「戦略計画 2006

年」によれば、乳児死亡率は、妊産婦が 15 歳から 19 歳までの年齢である場合に最も高く

なっている。また、妊産婦死亡率の県平均は、全国平均の 10 万人中 114.7 人を上回る
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142.4 人となっており、栄養不良や感染症の問題の他、安全な水に対するアクセスが困難

であること等が原因となっている。 

・優良な医療・保健機関は都市部に存在しても、農村部、特に僻地においては、交通の問

題もあり、住民の医療・保健サービスに対するアクセスは容易ではない。教育の問題とも関

わってくるが、保健に対する正しい知識を得ることが難しい環境にある。 

・また、農村部の医療・保健施設では、人員や薬品不足、不十分なインフラ設備等で、患者

に十分に対応できない問題を抱えているところもある。 

 

⑤環境破壊が進んでいる 

・チンボラソ県が有している 65 万 7,700 ヘクタールの土地のうち、約 31％が農牧業のため

に利用されているが、森林伐採や土壌侵食、農薬・化学肥料による汚染、土壌に影響を及

ぼす伝統農業の変遷等により、農産物資源の破壊が進んでおり、土地が有効利用されて

いない。 

・河川についても、汚水の垂れ流し等による水質汚染が進んでいる。 

 

⑥先住民人口が多い 

・チンボラソ県は、全国的にも先住民人口が高いことで知られている。全国平均が 6.8％、シ

エラ平均が 10.9％であるのに対し、同県は 38.0％と 4 割近い。先住民人口が高い順に、グ

アモテ郡（92.7％）、コルタ郡（85.５％）、アラウシ郡（54.3％）及びパジャタンガ郡（27.36％）と

なっているが、消費貧困指数は各々89.4％、76.3％、76.2％、62.8％（全国平均 39.8％、シエ

ラ平均 37.0％、チンボラソ県平均 53.4％）、必要最低限貧困指数（NBI）は各々96.1％、

93.3％、86.0％、80.6％（全国平均 61.3％、シエラ平均 53.8％、チンボラソ県平均 67.4％）と

非常に高く、先住民人口が高い郡程、貧困指数が高いことが分かる。 

・チンボラソ県でも他の県同様、先住民族に対する差別や、先住民の中でも女性に対する

差別は伝統的に存在しており、メスチーソ、白人層に比べて教育や賃金労働の機会が低い

状況が続き、慢性的な貧困が存在してきた。 

・先住民は独自の言語（キチュア語）、伝統文化・慣習、生活様式を有していることから、所

謂西洋的な開発や近代化の概念は容易には受け入れらないない傾向にあるため、先住民

のスタイルを尊重した上での住民参加型の持続性のある協力が必要とされている。 

 

⑦インフラ整備が遅れている 

・チンボラソ水アジェンダ（CNRG,2006）によると、灌漑可能な土地 9 万 9,187 ヘクタールのう

ち、1 万 1,750 ヘクタールが公共の灌漑用水、3 万 9,000 ヘクタールが民間の灌漑用水のた

めに利用されているが、全体の 48.8％に相当する 4 万 8,437 ヘクタールについては手付か

ずの状況にある。チンボラソ県全体では、1,472 の灌漑システムが存在するが、その多くが

破損を伴った旧式のインフラ設備であり、農業用水の必要を満たすには不十分となってい

る。 

・住居環境については、居住地内に公共の水道が配管されている割合が 41.9％と、全国平

均 48％、シエラ平均 56.3％よりも下回っており、郡別ではグアモテ郡が 9.4％、コルタ郡が

10.9％、パジャタンガ郡が 20.8％と非常に低い数値となっている。また、下水網に関しては
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44.5％と、全国平均 48.0％、シエラ平均 61.9％よりも下回っており、郡別では同じくグアモテ

郡が 8.8％、コルタ郡が 10.0％である他、グアノ郡が 22.５％となっている。都市部のリオバン

バ郡が各々63.9％（水道）、68.9％（下水）であることに鑑みても、都市部と農村部の格差が

かなり大きい。 

・幹線道路については比較的整備されているが、山間部にある農村部の道の整備は非常

に遅れており、生産物の流通に影響が出ている。 

 

⑧農業の生産性が低い。 

 その理由： 

 ・山岳の形状（高地山地の山肌）をそのまま耕地にしているため土壌侵食による耕地面積 

  の縮小及び地味の劣化が深刻化している。 

 ・灌漑が不十分であり、農業用水が不足している。 

 ・概して小規模農業（１ha 以下）であり、急斜面が多いことから機械化も困難なところが多 

  い。 

 ・農民の単位面積当たりの生産性向上についての知識・技術が不足している。 

 ・上記に関連し、非識字率が高く農業技術を学ぼうとする意欲は高いとは言えない。 

 

⑨農民に有利な農産品の販売網（流通）が確立されていない。 

 その理由： 

 ・仲買に頼っており、卸値をたたかれやすい。 

 ・農民に流通の知識が不足している。 

・上記に関連し、非識字率が高く流通について学ぼうとする意欲は高いとは言えず、且つ 

販売上不可欠な基本的な算数の知識（四則算）も欠如している人が多い。 

 ・付加価値作物（有機栽培産品等）の市場開拓意欲（含む宣伝）が不十分である。 

 

※出所を明記していない数値は【チンボラソ県の社会指標】を参照（出所は主に 2001 年国勢調査）。  

 

４．対象地域・対象層から現地調査対象の選定 

（１）チンボラソ県の小規模農村（先住民）を貧困対策モデル地域のターゲットとする。 

（２）現地調査のベースを同県リオバンバ市とする。 

（３）貧困対策プロジェクトに係る費用対効果の観点から、プロジェクトの発掘段階からプロ

グラムアプローチ及び援助協調の要素を取り込むこととする。プロジェクトの形成により、下

記の各関連機関、組合、NGO が現在個別に実施している農村開発事業を有機的に連携、

組み合わせることにより一層大きなアウトプット（相乗効果）及び面的広がり（伝播）を目指

す。 

   ・チンボラソ開発公社（CODERECH）の市内事務所及び現場（灌漑設備）：無償資金 

    協力要請案件⇒プログラムアプローチ 

   ・国立農牧業研究所（INIAP）の市内事務所及び現場（実施プロジェクト）：専門家派遣 

    案件⇒プログラムアプローチ 

   ・チンボラソ・タイタ・バイオ組合(COPROBICH)の市内事務所及び現場（代表的農 
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    場）：ボランティア事業（JOCV 隊員活動中）⇒プログラムアプローチ 

   ・エクアドル開発協力信託機関(FECD)と女性・家族財団(FUNDAMYF)との共同プロジ 

    ェクト（市内の食品加工工場及びプロジェクト実施中の農村）：カナダ政府支援⇒援  

    助協調 

 

  以上により、農村部及び先住民族の貧困に対処することを主眼にし、技術協力、ボラン

ティア事業、無償資金協力のスキーム及び援助協調の他、FECD と FUNDMYF による有機

農法の普及、農産品の流通改善、農村の教育改善（識字率向上と算数）、保健改善（予防

保健と応急手当）、女性の地位向上（経済的自立、WID）などを有機的に取り込んだ包括的

農村開発プロジェクトの形成を検討する。 
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５．政府関係機関の役割及び機能 

（１）中央省庁及び地方管轄部署 

①大統領府企画開発庁 

 エクアドルの国家開発計画に関する計画立案、実施、統合を行う機関としては、大統領府

の管轄下に大統領府企画開発庁（SENPLADES）がある。同庁は国家開発計画室

（ODEPLAN）に代わり 2004 年 2 月に創設され、3 年後の 2007 年 2 月には、民営化を担当

していた国家近代化審議会（CONAM）及びミレニアム開発目標事務局（SODEM）を統合し、

新生 SENPLADES が誕生した。なお、経済技術協力の調整は、外務省の関係機関である

国際協力庁（INECI）が実施している。 

 

②貧困対策管轄省庁 

 2007 年 7 月 23 日現在、エクアドルには 23 の省が存在しており、そのうち 5 省が分野毎

の調整省として機能している。5 省の一つとして社会開発調整省（MCDS）があるが、同省は、

社会政策戦線（FRENTE SOCIAL）を構成する教育省、労働・雇用省、社会福祉省、厚生省、

都市開発・住宅省の他、経済・財務省、SENPLADES 等が採択する、貧困削減を目指した

社会分野の政策及び行動計画を省庁間、機関間の調整を図りながら、具体的に実施する

役割を果たしている（組織図等の詳細は別途送付する）。また、社会開発調整省技術局は、

エクアドル社会指標統合システム（SIISE）を発表しているが、政府分野に関する公式数値・

データの大半は同システムを通じて入手できる。 

 なお、シエラ（山岳地帯）に特化した貧困対策管轄省庁は存在しない。 

 社会開発調整省、社会福祉省、厚生省、都市開発・住宅省、運輸・公共事業省に関する

概要・活動等は以下のとおり。 

 

社会開発調整省（MCDS） 

分類 概要 

働き 

コレア政権発足後の 2007 年 3 月に創設された社会開発調整省は、関係省庁・

機関（※）の社会分野の政策・行動を調整し、具体化する役割を有している。な

お、同省の予算は大統領府の管轄下にあることから、大統領府の予算より拠

出。 

 

※教育省、労働・雇用省、社会福祉省、厚生省、都市開発・住宅省、経済・財務

省、大統領府企画開発庁（SENPLADES）、エクアドル奨学金・研修庁（IECE）、エ

クアドル住宅銀行（BEV）、経済・財務省、大統領府事務局（国民・社会運動・市

民参加、市民連帯及び移民分野の 3 事務局）。 

大臣・次官名 
大臣：Econ.Nathalie Cely 

技術次官：Econ.José Rosero M. 

部署の概要 社会開発調整省の下には技術次官室が設置されている。 

管轄業務・活動 
技術次官室（Secretaría Técnica）：分析・情報部（エクアドル社会指標統合システ

ム：SIISE）、社会プログラム受益者選定部（SELBAN）、公共政策・社会投資フォ

－44－



13/22

  

ローアップ部、経済・社会的包摂部、財務行政部、法務部、広報部を管轄。 

組織図 ― 

URL 
http://www.mcds.gov.ec/ 

http://www.frentesocial.gov.ec/  

 

社会福祉省（MBS） 

    分類 概要 

働き 

社会福祉省は、年少者、女性、青年、高齢者、身体障害者、先住民、農民等に

対する保護に関する国家政策を策定し、実施する機関である。同省は、共同体

の活動、生産・開発を目的とする共同組合運動の他、食糧、住宅、衛生、保護社

会開発へのアクセスを容易にするメカニズムを通じて、国民全体の福祉を保証

する任務を有している。 

大臣・副大臣名 
大臣： Econ. Jeannette Sánchez 

副大臣：Econ. Mauricio León  

部署の概要 

社会福祉大臣の下には総括次官室が位置し、大臣の直轄機関として社会対策

戦線（Frente Social）技術官房がある。総括次官室の下には、顧問局として、企

画 部 、 法 務 部 、 広 報 部 、 内 部 監 査 部 、 社 会 福 祉 省 安 全 保 障 企 画 部

（DISPLASEDE※）の 5 つの部署が、実務レベルとして、家庭保護次官室、社会

開発次官室、地域次官室及び県事務局が配置されている。また、支援局として、

人事局、制度的サービス局、財務局、技術局、事務総局の 5 局が存在する。 

 

※国家安全保障法第 43 条には、国防省を除く各省庁は国家開発安全保障企画

部を設置するよう規定している。 

管轄業務・活動 

ⅰ家庭保護次官室（Subsecretaría de Protección Familiar）：児童・青年、高齢

者、身体障害者に対する総合的ケア事業、及び青年事業を管轄。 

ⅱ社会開発次官室（Subsecretaría de Desarrollo Social）：共同体開発事業、農村

開発事業、協同組合、防災及び社会事業企画・管理の各分野を管轄。 

ⅲ地域次官室(Subsecretarías Regionales)：同次官室の下に技術顧問部と法務

部が位置し、その下に家庭保護事業局と社会開発事業局、県事務局が配置され

ている。また、事業支援局としての財務行政調整局が有り。 

組織図 別添 

URL 
http://www.mbs.gov.ec/  

（上記の URL があるようだが、2007 年 7 月 25 日現在、開けず） 

 

厚生省(MSP) 

    分類 概要 

働き 

厚生省の役割は、国民の保健及び福祉の水準の恒常的な改善に留意し、国家

保健システムの開発と導入を通じて、国民生活の質を上昇させるための協力を

提供することである。また、公的・民間機関が実施する国民の保健・環境に関す
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る活動を規制・管理すること、基礎医療、流行病、環境等の分野での関連調査活

動を促進、発展、普及することも働きの一つとなっている。 

大臣・次官名 

大臣：Dra. Caroline Chang 

保健総括次官：Dr.Ernesto Ivan Torres  

保健部門総合保障次官：Dr. Carlos Alberto Velasco 

部署の概要 

厚生大臣を長とし、国家保健システム戦略事業次官室、国家保健システム技術

事業局及び保健部門総合保障次官室がその下に位置する。また、顧問局とし

て、国家保健システム事業に係る質保証局、法律顧問局、内部監査局、科学・

技術局の 4 局が、事業支援局として、人事部、組織開発曲、財務局、広報局の 4

局が各々配置されている。その他、保健需給評価局、国家システム規格化局、

異文化間医療局、保健サービス業務管理・改善局、衛生管理改善局がある。 

管轄業務・活動 

 ⅰ国家保健システム事業関連次官・局（Gestión Estratégica del Sistema 

Nacional de Salud, Gestión Técnica del Sistema Nacional de Salud）：国民の保健

に対する権利を保証するために、保健促進と保護、食糧保障、環境保健、保健

サービスに対するアクセスを企画し、技術的に実践している。 

組織図 ― 

URL http://www.msp.gov.ec/ 

 

都市開発･住宅省(MIDUVI) 

分類 概要 

働き 

都市開発・住宅省は、国民の生活の質を改善するために、効果的で倫理と透明

性を伴う方法で、水道、衛生サービス、ゴミ処理、住居、土地整備に関する規定

及び政策を策定する役割を有している。また、関連分野のシステムを促進し、民

間セクター及びコミュニティーのアクターの仲介役としての役割を果たし、債券

（bono）による資金の総合的な調整を行い、地方政府や各種団体に対して技術

協力を提供する。 

大臣名 Arq. María de los Angeles Duarte Pesantes 

部署の概要 

大臣の下に、土地整備次官室、水道・衛生・ゴミ処理次官室、住宅次官室、組織

的開発次官室の 4 次官室、及び国家開発安全保障企画部（DIPLASEDE）が配置

されている。 

管轄業務・活動 

ⅰ土地整備次官室（Subsecretaría de Ordenamiento Territorial）：土地整備、地

籍調 査・評価の一般的で具体的な政策及び規範の定義付けを行うと共に、技

術支援・管理・顧問を保証する。 

ⅱ水道・衛生・ゴミ処理次官室（Subsecretaría de Agua Potable, Saneamineto y   

 Residuos Sólidos）：水道と衛生サービスの規定及び政策を策定し、地方政府に

対して技術支援を提供する。 

ⅲ住宅次官室（Subsecretaría de Vivienda）：公共、社会、民間セクターの協調の

下、 総合的な国家システムの枠組みの中で、住宅セクターに係る政策・規定・

行動を発展させる。 
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ⅳ組織的開発次官室（Subsecretaría de Vivienda）： 

組織図 ― 

URL http://www.miduvi.gov.ec/ 

 

運輸・公共事業省(MOP) 

分類 概要 

機能 

道路インフラ事業及び通信事業を通じて経済・社会開発を促進し、消費センター

等生産地域との連携により国家経済の統合に資する役割を果たすと共に、道路

及び通信部門の開発に従事する。 

大臣名 Ab. Hector Villagrán Cepeda 

部署の概要 

大臣の下には副大臣が、その下に道路担当次官室（国道事業局）及びコンセッ

ション担当次官室（コンセッション政策行政部）が配置されているが、別に顧問部

と事業支援部が位置している。 

管轄業務・活動 

ⅰ道路担当次官室（Subsecretaría de Vialidad）：道路調査部、道路建設部、道路

管理 部、地方分権化対象道路事業部、道路環境事業部、融資事業部の 6 部署

を管轄。 

ⅱコンセッション担当次官室(Subsecretaría de Concesiones)：道路コンセッショ

ン・プロ ジェクト部、道路入札管理部の 2 部署から構成。 

ⅲ顧問部（Proceso Habilitantes de Asesoría）：内部監査部、法務部、制度企画

部、国家開発安全保障企画部（DIPLASEDE）、広報部を管轄。 

ⅳ事業支援部（（Proceso Habilitantes de Asesoría）：人事行政部、財務部、制度

サービス部、技術事業部を管轄。 

組織図 別添 

URL http://www.mop.gov.ec/ 

 

③中央省庁県事務局 

 社会福祉省や農牧･水産省にはシエラの地域事務所が存在するが、その他の省庁につ

いては県の出先事務所のみとなっているようである。出先事務所とその下の機関が公共サ

ービスを提供している。また、各県には Gobernador と呼ばれる大統領に任命される中央政

府代表が 1 名配置されている他、郡（市）には Jefe Politico、地区では Teniente Politico と

いう中央政府の代表が存在する。 

 

④地域レベルの開発組織とチンボラソ県のケース 

  シエラの主要な地域開発組織として、以下が挙げられる。 

 

               機関名 備考/管轄県 

Centro de Reconversión Economica del Azuay, 

Cañar y Morona Santiago 

アスアイ県、カニャール県、モラナ・サンチアゴ県

アスアイ県、カニャール県及びモラナ・サンチア

ゴ県の持続的開発に関する調査、計画立案、

調整、実施及び評価を行う機関。過去は農業
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経済復興センター (CREA) を基盤にした開発を中心としていたが、現在は

幅広い社会開発の目標に寄与する方向に転

換。 

Programa de Desarrollo de la Región Froneteriza 

Sur  

南部国境地域開発プログラム (PRODESUR) 

南部国境地域の持続的開発に関する調査、計

画立案、調整、具体化及び評価を行う機関。エ

ル・オロ県、ロハ県、サモラ・チンチペ県を管

轄。 

Corporación Regional de Desarrollo de  la Sierra 

Norte  

シエラ北部地域開発公社 (CORSINOR) 

水資源の管理・運営を中心とする地域開発機

関。カルチ県、インバブラ県、ピチンチャ県、ナ

ポ県、エスメラルダス県及びスクンビオス県を

管轄。 

Corporación Regional de la Sierra Centro  

シエラ中部地方公社 (CORSICEN) 

コトパクシ県、トゥングラウア県、パスターサ県

及びチンボラソ県を管轄。 

  

 なお、各県においても開発公社は存在するが、チンボラソ県では、チンボラソ地域開発公

社（Corporación de Desarrollo Regional de Chimborazo: CODERECH）が 1997 年 10 月に創

設された。同公社は、主に同県の水資源の利用・運営と灌漑排水、洪水管理システムを担

う機関となっている。 

 また 2007 年には、チンボラソ県における開発実施機関は計 178 に上り、その数は過去 5

年よりも若干増加している。これは他県に比べても非常に高い数字となっているが、各機関

との横断的な連携の水準は非常に低い（下記出所と同一）。なお、7 月 23 日に当事務所を

訪問したクリカマ（Mariano Curicama Guamán）県知事によれば、チンボラソ県で活動する

NGO は多いものの、参加することに意義を見出すだけの団体も多く、長期的な観点からす

れば成果を出す活動は限られている由。 

 

【チンボラソ県における開発実施機関】 

  数 小計 

地方政府 市議会 10

 区議会 45

 県審議会 1 56 

開発機関 教会 2

 大学 6

 NGO 77 85 

中央政府 中央政府管轄機関 37 37 

  合計 178 

出所：Informe Final：Evaluación Social del Proyecto de Desarrollo de la Provincia de Chimborazo, en las 

cuencas de los rios Chambo y Chanchan-Chimbo（COMUNIDEC）/Junio, 2007/P23,24 
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（２）地方自治体の役割・機能 

①県レベル 

 各県の県庁所在地には、一般選挙で選出される議員から構成される県審議会（Consejo 

Provincial ）が存在する。憲法には、県審議会は県代表としての役割を果たし、道路、環境、

灌漑・水資源に関する公共事業を推進・実施する旨明記されているが、県審議会は、同じく

一般選挙で選ばれ、行政権を有する県知事（Prefecto）により率いられる。なお、県知事の

権限は、予算分野も含め県中央政府代表よりも大きい。 

  チンボラソ県審議会は、クリカマ知事を長として 7 名の議員から構成されている。また、こ

れらの議員が、法制委員会、公共事業・住宅・道路委員会、公共教育・スポーツ委員会、経

済財政委員会、社会問題・衛生委員会、市政・評価委員会、観光促進・宣伝委員会の各々

の委員長を務めている。また、県審議会は、社会、生産・雇用、環境、制度強化の分野の 4

つの基本方針を立て、個別にプログラムを策定している。 

 他方、チンボラソ県政府は 5 つの局が存在するが、公共事業局は道路整備、住宅インフ

ラ、灌漑・水道、機材管理維持を担当している。社会事業局は、教育・文化、保健、市民参

加・組織、社会福祉の分野に従事し、社会分野支援実施機関であるチンボラソ県政府財団

（Patronato del Gobierno de la Provincia de Chimborazo）と協力し、特に教育・保健分野を中

心に活動を行っている。また、生産・環境局には、生産部、環境部、観光部及び商業部が

設 置 さ れ て い る （ 組 織 図 は 別 添 送 付 。 チ ン ボ ラ ソ 県 政 府 の ホ ー ム ペ ー ジ は 、

http://www.chimborazo.gov.ec/）。 

 

【チンボラソ県政府管轄下の局】 

局名 局長名 

公共事業局 Departamento de Obras Publicas Ing. Oswaldo Armijos 

企画局 Departamento de Planificación Dr. Napoleón Pino （局長代理） 

財政局 Departamento Financiero Ing. María Eugenia Paredes（局長代

理） 

司法局 Departamento Jurídico Dr. Wotoy Mestayzo 

社会事業局 Departamento de Gestión Social Lcdo. Marco Martínez 

生産･環境局 Departamento de Producción y Ambiente Ing. Fernando Avendaño 

行政局 Departamento de Administración Lcdo. Néstor Chávez 

    出所：http://www.chimborazo.gov.ec/content/blogcategory/19/26/、チンボラソ県関係者より聞き取り 

 

②郡（市）・地区レベル 

 郡の自治組織は Municipio と呼ばれ、市と同意語となっている。一般選挙で選ばれる市長

（alcalde）を長とする市議会（市議会議員から構成）が自治の決定権を持つ。また、市は社

会インフラの整備などに重要な位置を占めており、上下水道の整備・管理は基本的には市

の管轄となっている。また、市は地区（Parroquia）によって構成され、地区は各々区評議会

（Junta Parroquial）を有している。 

 なお、チンボラソ県の場合は、10 郡（市）及び 60 地区（注：地区の数については、最新の
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SIISE データを基に計算したものであるが、出所によって若干数が異なる）から構成される

（市政等の詳細は各市のホームページを参照） 

 

 郡（市） 先住民 

共同体 

村落数 先住民人口（県

全体の占有率） 

ホームページのＵＲＬ 

Riobamba 11 166 47,082(24.3％) http://www.municipioderiobamba.gov.ec/ho

me/index.php（市ＨＰ） 

http://www.municipioderiobamba.gov.ec/per

sonal/directorio.php（市議会議員） 

Alausi 10 69 23,236(54.3％) http://www.municipiodealausi.gov.ec/home/

index.php（市ＨＰ） 

Colta  5 155 38,024（85.5％）  なし 

Chunchi 5 15 871（7.0％） http://www.municipiodechunchi.gov.ec/ （ 市

ＨＰ） 

http://www.municipiodechunchi.gov.ec/inde

x2.htm（組織図） 

Guamote 3 112 32,632（92.7％）  なし 

Guano 10 19 5,215(13.8％) http://www.municipiodeguano.gov.ec/( 市 Ｈ

Ｐ) 

http://www.municipiodeguano.gov.ec/index.

php?id=4（市評議会議） 

http://www.municipiodeguano.gov.ec/index.

php?id=5（市評議会委員会） 

Pallatang

a 

1 9 2,955（27.3％） なし 

Chambo 1 9 2,503（23.7％） http://www.municipiochambo.gov.ec/canton

izacion.php（市ＨＰ） 

http://www.municipiochambo.gov.ec/organi

grama.php(組織図) 

Penipe 7 - 105（1.6％） なし 

Cumandá 7 - 562（6.0％） なし 

                             出所：2001 年国勢調査（注：地区については SIISE データ） 

注：一部は、エクアドル・プロジェクト形成調査（貧困対策）技術検討資料（平成 13 年 5 月。国際協力事業団。

地三南/ＪＲ/01-02）/P43-48 を参照 
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６．地方交付金に関する法的基盤 

（１）憲法 

  エクアドルでは、憲法第 231 条（｢地方自治体は独自の財政を生み出すと同時に、連帯と

平等の原則に基づいて国家歳入の配賦を受けるが、国家予算のうち地方自治体に充当さ

れる資金は、法律に従って分配される。その分配は①人口、②基本的ニーズの非充足度、

③納税能力、④生活水準改善の達成度、⑤行政の能率性という基準により規定される」）

に基づき、中央政府は経済・財務省を通じて、地方自治体に対して地方交付金として一定

の予算が配賦されている。 

 

（２）地方交付金 

 ｢中央政府の予算 15％配分に係る特別法」(Ley Especial de Distribución del 15% del 

Presupuesto de Gobierno Central para los Organismos Seccionales。注１)によれば、国家予

算の 15％を県や市・郡の自治体に配分する旨、右予算は地方分権化基金(Fondo de 

Desentralización)を通じて運営され、国家予算の 15％のうち 70％が市評議会に、30％が県

審議会に配分される旨規定されている。 

 更に、総予算の 4.5％に相当する県審議会に対する予算のうち、①50％(国家予算比

2.25％)は、基本的ニーズを満たしていない全人口に対する県住民の数に従って、②10％

(国家予算比 0.45％)は、全国の領土面積に対する県の領土面積の比率に基づいて配分さ

れるが、③残りの 40％(国家予算比 1.80％)は、全人口に対する県人口の比率に基づいて

配分される。なお、同法によれば、これらの予算は、開発、経済、社会、文化の各分野にお

けるプロジェクト計画に投資されなければならない。 

（注１）1997 年 3 月 20 日付官報第 27 号に掲載。以下 15%法と記載 

 

（３）関連基金 

 県の予算は、上記地方交付金以外に、セクター別開発基金(FODESEC：Fondo Desarrollo 

Seccional。注１)、県開発基金(FONDEPRO：Fondo Desarrollo Provincial。注２)を通じて調達

され、前者は国家予算の純経常歳入の 2％が、後者は経常歳入の 2％が配分される。 

 FODESEC 法によれば、全基金の 50%がキト市及びグアヤキル市に(25%ずつ)、残りの 50%

が全国の県に割り当てられるが、後者の更に 20%が県審議会及び国立ガラパゴス研究所

(INGALA)に、75%が市・郡に、5%が緊急対策用に配分されることになっている。県審議会に

対する配当金の 70%については、経常費或いは投資に宛てることができるが、残りの 30%は

農村部の投資に限っての利用が規定されている。 

 他方、FONDEPRO 法によれば、全基金の 50%が Banco del Estado の資本として、残りの

50%が県審議会及び INGALA に配分されるが、同基金は、県の開発プロジェクト・プログラ

ムに対する資金供与を目的とするものである。 

(注１)基金設立に関する関連法は 1990 年 5 月 21 日付官報第 441 号に掲載 

(注２)基金設立に関する関連法は 1990 年 3 月 14 日付官報第 395 号に掲載 

 

（４）チンボラソ県のケース 

 チンボラソ県については、上記(２)(３)以外に、別の国家予算を使ったチンボラソ県農牧セ
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クター事業のための資金配分に係る法(Ley de Asignación de Recursos  para  Obras en 

el sector Agropecuario de la Provincia de Chimborazo。1991 年１月 28 日発効)が適用され

ているが、内訳は、チンボラソ県審議会に 30%、リオバンバ市に 20%、リオバンバ市以外の 9

市に残りの 50%が均等に分配される。なお、この資金は、県全体の一般道や小規模灌漑及

び植林に係るプログラムを実施するため使用される。 

 

７．県の財源について 

（１）県制度法（2002 年 3 月 20 日発効。官報第 288 号）第 90 条によれば、県審議会の歳入

は、①国家からの補助金・助成金、②サービス徴収料、③県審議会或いは県知事が課す

罰金、④遺産・寄付、⑤特別に創設された税金、⑥地代、⑦他の機関による資金譲渡の 7

点が規定されているが、県審議会は、中央政府による地方交付金に依存している率が高く

(平均 92％)、県審議会の独自の歳入となるのは平均 8%に過ぎない(下記表参照)。 

 

【全国における県審議会の歳入予算内訳】 

年 
歳入内訳 

2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 

税収 1.1％ 1.1％ 1.7% 1.1％ 1.2％ 1.3%

非税収 6.6% 4.3% 7.7% 4.5% 6.5% 7.1%

石油収入 - - 0.0% 0.4% 0.0% 0.6%

資本収入 0.1% 0.3% 0.1% 0.1% 0.3% 0.0%

地方交付金 92.2% 94.3％ 90.4% 93.9% 92.0% 91.0%

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 出所：経済財務省(MEF)、編集：エクアドル中銀 

 Estadisticas de los gobiernos seccionales y provincials en el Ecuador:2000-2005. Apuntes de Economía 

No.55,Banco Central del Ecuador ,P39 -41 

  

 なお、下記表は全国県審議会連合(CONCOPE)の HP に掲載されている全国の県審議会

の 2007 年度予算のうち、チンボラソ県の部分を抜粋、県内比と全国比を計算したものであ

るが、15％法が全体の8割以上を占めていることが分かる(但し、県独自の歳入は考慮され

ていない由)。 

【チンボラソ県の歳入予算内訳】 

出所：経済財務省, “C-Analista-2002-distglobal”“Procesado CONCOPE-GSL”,2007-IV-9 を基に作成 

http://www.concope.gov.ec/archivos/PRESUPUESTO%20CP%20EJER%20ECON%202007.pdf 

県審議会 FODECEC 計 FONDEPRO 計 15%法 特別法 総計 

チンボラソ県 975,379.81＄ 280,120.90＄ 9,001,774.36＄ 234,894.32＄ 10,492,169.39＄

県内比 9.29％ 4.06％ 85.80％ 0.60% 100%

全国比 3.12％ 2.67％ 3.35％ 2.24％ 3.04％

22 県審議会

+CONCOPE 

31,248,191.23＄ 6,896,378.59＄ 268,474,290.33

＄

38,522,965.31＄ 345,141,825.46

＄
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（２）他方、全国の県審議会の歳出予算に関し、経常支出と資本支出の比率を見ると 2000

年-2005 年の 6 年間の平均は 1 ：1.46 となり、経常支出よりも資本支出の比率が若干上

回る結果となっている（下記参照。但し、2005 年は資本支出>経常支出）。なお、資本支出

の中でも投資支出が大半を占め、投資支出の全歳出に占める割合は平均で 47.7％となっ

ている。 

【全国における県審議会の歳出予算内訳】 

年 
歳出予算内訳 

2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 

経常支出 45.5 ％ 48.9％ 46..0 % 37.9％ 47.4 ％ 54.2%

 給与支払い 21.9% 26.7% 20.4% 19.7% 24.2% 28.2%

 社会保険庁(出資

金) 

1.0% 1.2% 0.9% 0.9% 1.2% 1.5%

 財・サービス支出 15.3% 16.1% 21.5% 14.3% 18.2% 20.3%

 金利払い 5.7% 2.9% 2.1 % 1.8% 2.3% 2.1%

 移転支出 1.7% 1.9% 1.1% 1.2% 1.5% 2.1%

資本支出   54.5％ 51.1% 54.0% 62.1% 52.6% 45.8%

 固定総資本形成

(投資) 

48.1% 46.3% 47.4% 56.2% 45.5% 42.2%

 長期 6.1% 4.7% 5.5% 3..9% 3.3% 2.4%

 その他 0.0% 0.1% 0.6% 0.5% 2.8% 0.2%

 移転収支 0.2% 0.0% 0.6% 1.5% 1.0% 1.0%

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

出所：Estadisticas de los gobiernos seccionales y provincials en el Ecuador: 2000-2005. Apuntes de Economía 

No.55,Banco Central del Ecuador,P43 

 

（３）以上より、中央政府の予算は法律に基づき、経済・財務省を通じて各県審議会に地方

交付金として配賦しており、その使途は一定の割合で投資事業費として確保されていると

いうことができる。個々の県のデータはないが、チンボラソ県についても同様の傾向である

可能性は高い。 

 他方、エクアドル経済財務省 HP には 2007 年分県別歳出予算が掲載されており、下記表

はシエラ(山岳地帯)の４県の歳出内訳の比率であるが、チンボラソ県全体としては、経常支

出と資本支出の比率は 1 ：0.122（経常支出が 86.58％(うち人件費は 78.05％)、投資支出は

10.61％）となっている。同データによると県全体の財政の大半は経常支出で占められてい

ることになるが、これは県審議会だけなく、県を構成する市・郡の評議会他の要素が含まれ

ているためと考えられる(詳細は明記されていない)。そのため、県の予算を考える場合には、

細分化して分析することが必要となろう。 
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【シエラ４県の歳出内訳の比率】 

 歳出内訳 チンボラソ県 コトパクシ県 ボリーバル県 トゥングラウア県 

 経常支出 86.58％ 89.28％      87.48％ 77.69％

 生産支出 0％ 0％  0％ 0.0053％ 

投資支出 10.61％ 8.07％ 8.27％ 9.15％ 

資本支出 2.78％ 2.50％    1.04％ 3.19％ 

 資金支出 0.025％ 0.137％ 3.21％ 9.96％ 

  出所：経済財政省

（http://mef.gov.ec/stgcPortal/inicio.jsp?page=/faces/common/resumenEjecutivoPresupuesto.jsp&id=99） 
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人
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国
勢
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1
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人
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0
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1
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を
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療
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施
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0
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0
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地
と
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作

物
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が
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カ
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フ
リ

カ
椰
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鶏
。
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２
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験
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0
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が
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３
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験
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作
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イ
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４
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が
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、
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が
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、
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0
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0
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、
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0
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イ
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５
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/
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1
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6
9
.0

4
8
.9
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6
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3
4
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P
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圃
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ア
マ

ゾ
ン

地
域

。
放

牧
地

、
プ

ラ
タ

ノ
、

牛
、
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バ

。
ペ

ル
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境
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６
サ
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4
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8
.2
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5
.7
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.7
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1
.5
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2
.5
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2
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ア
マ

ゾ
ン

地
域

南
部

。
放

牧
地
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い
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ー

ヒ
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ラ
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。
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ル

ー
国

境
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/
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.0

2
.7

1
9
.6
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.0
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0
.6
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.7
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1
.3
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2
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観
光
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業

、
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ー
ヒ

ー
、

牛
、

ヤ
ギ

。
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「
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ラ
パ
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島

海
洋

環
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2
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4
,1

～
2
0
0
9
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/
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.4
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0
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放
牧

地
と
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年
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作
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０
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、
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部
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禁
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国
勢

調
査

（
2
0
0
1
）

国
勢

調
査

（
2
0
0
1
）

※
農

村
部

に
お

け
る

先
住

民
人

口
の

割
合

国
勢

調
査

（
2
0
0
1
）

国
勢

調
査

（
2
0
0
1
）

※
エ

ク
ア

ド
ル

貧
困

定
義

：
次

の
条

件
が

該
当

す
る

指
数

・
家

屋
が

草
木

、
・
上

下
水

道
な

し
、

・
3
人

以
上

の
扶

養
家

族
か

つ
扶

養
す

る
者

の
教

育
暦

2
年

以
下

、
・
通

学
し

な
い

学
齢

期
子

ど
も

が
存

在
、

・
1
寝

室
を

3
人

以
上

で
使

用

幼
児

栄
養

失
調

調
査

 （
2
0
0
1
）

※
5
歳

以
下

の
子

ど
も

の
う

ち
、

当
該

調
査

規
定

の
各

年
齢

に
最

低
限

必
要

な
体

重
を

下
回

る
割

合

国
勢

調
査

（
2
0
0
1
）

※
千

人
出

生
児

の
内

、
出

生
後

1
年

以
内

に
死

亡
す

る
数

国
勢

調
査

（
2
0
0
1
）

※
公

的
な

上
水

道
に

接
続

さ
れ

て
い

る
家

庭
の

割
合

（
浄

水
処

理
施

設
の

有
無

は
問

わ
な

い
）

大
森

専
門

家
報

告
書

大
森

専
門

家
報

告
書

エ
ク

ア
ド

ル
国

農
村

開
発

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

形
成

用
　

基
礎

情
報

整
理

表

備
考

農
業

生
産

の
特

徴

コ ス タ （ 海 岸 ）

北 部 ー 南 部

エ
ク

ア
ド

ル
農

村
開

発
・
農

業
開

発
上

の
優

先
地

域

国
立

自
治

農
牧

研
究

所
（
IN

IA
P

）
7
試

験
場

、
3
試

験
圃

場
と

M
A

G
地

域
部

の
所

在
地

必
要

最
低

限
貧

困
指

数
（
N

B
I）

 (
%
)

栄
養

失
調

児
割

合
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%
)

乳
幼

児
死

亡
率
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%
)

シ エ ラ （ 山 岳 ）

北 部 ー 南 部
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エ
ク

ア
ド

ル
国

際
協

力
庁

（
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E
C
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告
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極
貧

率
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人
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た
り

月
3
0

ド
ル
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下

）
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ー

タ
出

典
/
デ

ー
タ

定
義

国
勢

調
査

（
2
0
0
1
）

国
勢

調
査

（
2
0
0
1
）

都
市

人
口

/
農

村
人

口
先

住
民

人
口

率
(%

)
1
5
歳

以
上

非
識

字
率

(%
)

貧
困

率
（
一

人
当

た
り

月
5
6

米
ド

ル
以

下
）

地
域

金
額

県
上

水
道

普
及

率
 (

%
)

農
牧

省
傘

下
実

施
中

の
国

際
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
（
日

本
以

外
）

J
IC

A
安

全
情

報
渡

航
禁

止
地

域
人

口
（
人

）
人

口
密

度
（
人

/
K
㎡

）
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分
野

／
指

標
全

国
平

均
シ

エ
ラ

平
均

チ
ン

ボ
ラ

ソ
県

ペ
ニ

ペ
郡

グ
ア

ノ
郡

リ
オ

バ
ン

バ
郡

チ
ャ

ン
ボ

郡
コ

ル
タ

郡
グ

ア
モ

テ
郡

パ
ジ

ャ
タ

ン
ガ

郡
ア

ラ
ウ

シ
郡

ク
マ

ン
ダ

郡
チ

ュ
ン

チ
郡

出
所

調
査

年
教

育
－

人
口

非
識

字
率

1
5
歳

以
上

9
.0

9
.3

1
9
.0

1
1
.4

1
4
.9

1
1
.6

1
7
.7

3
7
.3

3
3
.1

2
0
.2

3
2
.1

1
1
.3

2
5
.1

国
勢

調
査

2
0
0
1

非
識

字
率

（
男

性
）

1
5
歳

以
上

7
.7

6
.7

1
3
.4

9
.4

9
.8

7
.4

1
0
.6

2
8
.3

2
3
.9

1
5
.0

2
3
.3

8
.5

1
9
.8

国
勢

調
査

2
0
0
1

非
識

字
率

（
女

性
）

1
5
歳

以
上

1
0
.3

1
1
.7

2
3
.8

1
3
.3

1
9
.3

1
5
.0

2
3
.7

4
4
.8

4
0
.8

2
5
.0

3
9
.3

1
4
.2

2
9
.2

国
勢

調
査

2
0
0
1

機
能

的
非

識
字

率
1
5
歳

以
上

2
1
.3

2
0
.8

3
1
.1

2
7
.4

2
8
.6

2
0
.6

3
1
.0

5
0
.0

5
0
.0

3
6
.2

5
0
.2

2
6
.0

4
2
.3

国
勢

調
査

2
0
0
1

機
能

的
非

識
字

率
（
男

性
）

1
5
歳

以
上

1
9
.9

1
7
.6

2
5
.9

2
5
.1

2
3
.5

1
6
.2

2
5
.1

4
2
.8

4
1
.9

3
2
.0

4
3
.3

2
2
.5

3
8
.8

国
勢

調
査

2
0
0
1

機
能

的
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識
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率
（
女

性
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1
5
歳

以
上

2
2
.7

2
3
.6

3
5
.5

2
9
.7

3
2
.8

2
4
.2

3
6
.0

5
6
.2

5
6
.8

4
0
.1

5
5
.9

2
9
.4

4
5
.1

国
勢

調
査

2
0
0
1

就
学

年
数

年
数

7
.3

7
.5

5
.8

5
.3

4
.8

7
.9

5
.0

2
.9

2
.7

4
.2

3
.2

5
.7

3
.9

国
勢

調
査

2
0
0
1

就
学

年
数

（
男

性
）

年
数

7
.5

7
.9

6
.4

5
.5

5
.4

8
.4

5
.6

3
.6

3
.4

4
.5

3
.7

6
.1

4
.3

国
勢

調
査

2
0
0
1

就
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数

（
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性
）
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数

7
.1

7
.1

5
.4

5
.2

4
.4

7
.4

4
.5

2
.3

2
.2

3
.9

2
.8

5
.3

3
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国
勢

調
査

2
0
0
1

初
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修
了

率
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2
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以
上

6
6
.8

6
7
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4
.0
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6
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4
8
.4

7
1
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5
0
.4

3
0
.6

2
4
.5

3
9
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2
7
.8
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6
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3
4
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国
勢

調
査

2
0
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1

初
等

教
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修
了

率
（
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性
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1
2
歳

以
上

6
7
.9

7
1
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9
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4
7
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5
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7
5
.9
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5
.4

3
8
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3
1
.8
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1
.9

3
3
.1
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9
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6
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国
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調
査
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0
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率
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2
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3
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3
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国
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調
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2
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2
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7
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.9

8
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9
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0
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6
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3
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5
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5
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7
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5
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国
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調
査
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0
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（
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2
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2
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5
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1
9
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6
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9
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1
.7

1
1
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8
.5

4
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4
.8

5
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7
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5
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調
査
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0
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2
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上
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2
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7
.2

7
.4

2
8
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4
4
.3
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）
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－
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歳
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8
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4
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4
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）
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－
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歳
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.6
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3
.4
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を
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,9

3
3

1
,7

9
9

8
,7

2
2

4
8
,9

6
6

2
,5

5
4

1
2
,5

0
8

7
,7

6
4

2
,5

2
1

9
,9

3
8

2
,2

2
8

2
,9

3
3

国
勢

調
査

2
0
0
1

居
住

地
は

一
軒

家
或

い
は

ア
パ

ー
ト

で
あ

る
割

合
％

8
1
.8

7
9
.5

7
5
.4

9
0
.8

7
7
.7

8
0

8
1
.9

7
4
.1

4
7
.4

7
0
.5

6
9
.4

7
3

8
4
.5

国
勢

調
査

2
0
0
1

 床
が

 板
張

り
、

寄
木

張
り

、
タ

イ
ル

、
 ビ

ニ
ル

、
レ

ン
ガ

或
い

は
セ

メ
ン

ト
で

あ
る

割
合

％
8
2
.3

8
2
.8

6
2
.4

8
5
.3

6
5
.6

7
9
.1

6
3
.5

2
6
.7

1
9
.5

7
3
.9

4
2
.8

8
7
.2

6
1

国
勢

調
査

2
0
0
1

居
住

地
内

に
水

道
が

配
管

さ
れ

て
い

る
割

合
％

4
8

5
6
.3

4
1
.9

2
7
.8

2
7
.5

6
3
.9

3
6
.4

1
0
.9

9
.4

2
0
.8

2
3
.3

3
5
.9

3
5
.5

国
勢

調
査

2
0
0
1

下
水

網
が

整
備

さ
れ

て
い

る
割

合
％

4
8

6
1
.9

4
4
.5

3
1
.2

2
2
.5

6
8
.4

3
8
.9

1
0

8
.8

3
0
.7

2
4
.9

4
7
.5

4
0

国
勢

調
査

2
0
0
1

排
泄

設
備

が
あ

る
割

合
％

8
2
.7

8
4
.1

7
1
.9

8
6
.2

5
6
.8

8
7
.3

7
7
.2

5
0
.7

5
3
.6

7
5

4
7
.9

7
6
.2

6
2
.8

国
勢

調
査

2
0
0
1

電
気

サ
ー

ビ
ス

を
有

す
る

割
合

％
8
9
.7

9
2
.4

8
9
.5

8
9
.3

8
8
.5

9
4
.6

8
9
.4

8
4
.4

8
0
.7

8
6
.3

7
9
.7

8
7
.7

8
9
.5

国
勢

調
査

2
0
0
1

電
話

サ
ー

ビ
ス

を
有

す
る

割
合

％
3
2
.2

3
9
.1

2
2
.4

1
2
.2

1
3
.9

3
6
.3

6
.9

3
.4

5
.5

9
1
0
.5

2
1
.8

1
3
.3

国
勢

調
査

2
0
0
1

ゴ
ミ

収
集

サ
ー

ビ
ス

が
来

る
割

合
％

6
2
.7

6
3
.3

3
8
.7

1
1
.8

1
5
.2

6
2
.2

3
1
.2

7
.2

7
.2

3
1
.4

1
5
.6

5
8
.8

2
8

国
勢

調
査

2
0
0
1

居
住

地
の

基
礎

サ
ー

ビ
ス

に
問

題
が

あ
る

割
合

％
6
3
.1

5
1

6
3
.9

8
7
.6

8
2
.8

4
1
.2

7
1
.5

9
4
.5

9
5
.1

8
2
.4

8
2
.1

7
1
.5

6
8
.1

国
勢

調
査

2
0
0
1

持
ち

家
で

あ
る

割
合

％
6
7
.3

6
2
.3

7
6
.3

8
6
.5

8
6
.1

6
6
.2

7
8
.8

9
3
.5

9
4
.8

7
2
.6

8
3
.1

6
1
.5

7
6
.5

国
勢

調
査

2
0
0
1

寝
室

1
室

当
た

り
の

人
数

平
均

2
.7

2
.5

2
.7

2
.6

2
.8

2
.3

2
.6

2
.7

3
.9

3
3
.5

2
.8

3
.1

国
勢

調
査

2
0
0
1

積
み

重
ね

％
2
6
.4

2
1
.9

2
6
.3

2
5
.2

2
9
.4

1
7
.4

2
4
.2

2
6
.4

5
1
.8

3
3
.5

4
3
.8

2
9
.5

3
4
.7

国
勢

調
査

2
0
0
1

独
占

的
に

ト
イ

レ
が

あ
る

割
合

％
6
4
.5

6
2
.2

4
3
.2

4
9
.8

2
8
.8

6
2
.1

4
1
.8

1
4
.2

9
.6

3
9
.3

2
5
.6

4
7
.7

4
1
.4

国
勢

調
査

2
0
0
1

独
占

的
に

シ
ャ

ワ
ー

が
あ

る
割

合
％

5
5
.2

5
5
.1

3
6
.8

3
2
.1

2
7
.1

5
1
.6

3
7
.0

1
3
.2

1
6
.6

3
9
.4

1
9
.3

3
8
.4

3
3
.9

国
勢

調
査

2
0
0
1

台
所

が
あ

る
割

合
％

8
0
.9

8
7
.1

8
5
.4

9
2
.4

9
0
.9

8
9
.4

8
9
.9

8
2
.1

7
1
.8

8
4
.7

7
4
.6

8
1
.3

8
6
.6

国
勢

調
査

2
0
0
1

ガ
ス

・
電

気
コ

ン
ロ

を
利

用
し

て
い

る
割

合
％

8
6
.3

8
3
.3

5
7
.8

3
3
.1

4
3
.8

7
7
.2

5
5
.8

2
9

1
5
.7

5
6
.3

4
1
.5

8
1
.5

6
8
.6

国
勢

調
査

2
0
0
1

ガ
ス

・
コ

ン
ロ

を
利

用
し

て
い

る
割

合
％

8
4
.5

8
2
.2

5
7
.3

3
2
.7

4
3
.5

7
6
.4

5
5
.6

2
8
.7

1
5
.6

5
5
.8

4
1
.2

8
0
.2

6
8
.2

国
勢

調
査

2
0
0
1

薪
・
炭

を
利

用
し

て
い

る
割

合
％

1
3
.2

1
6
.1

4
0
.1

6
6
.4

5
5
.6

2
2
.3

4
3
.6

6
5
.4

7
7
.1

4
3
.3

5
3
.6

1
8
.3

3
1
.1

国
勢

調
査

2
0
0
1

貧
困

消
費

貧
困

率
％

3
9
.8

3
7

5
3
.4

6
6
.6

6
9
.5

3
1
.3

6
0
.4

7
6
.3

8
9
.4

6
2
.8

7
6
.2

5
2
.5

6
2
.8

国
勢

調
査

ー
E
C

V

2
0
0
1

(E
C

V
2
0
0
6
)

－74－



消
費

極
貧

率
％

1
5
.1

1
5
.7

3
0

3
5
.3

3
8
.5

1
3
.2

3
1
.8

4
4
.9

6
9
.2

3
3
.4

4
8
.9

2
1
.4

3
4
.5

国
政

調
査

ー
E
C

V

2
0
0
1

(E
C

V
2
0
0
6
)

必
要

最
低

限
貧

困
指

数
（
N

B
I)
�

％
6
1
.3

5
3
.8

6
7
.4

7
2
.5

8
3
.4

4
6
.9

7
1
.8

9
3
.3

9
6
.1

8
0
.6

8
6

6
8
.1

7
8
.1

国
勢

調
査

2
0
0
1

必
要

最
低

限
極

貧
指

数
（
N

B
I)

％
3
2

2
6
.9

4
5

3
3
.8

5
0

2
3
.6

4
2
.5

7
7
.4

8
7
.9

4
8
.5

7
0
.4

2
9
.8

5
4
.9

国
勢

調
査

2
0
0
1

物
理

的
に

不
適

切
な

性
質

の
住

居
に

住
ん

で
い

る
割

合
％

1
8
.3

1
7
.8

3
6
.9

1
3
.9

3
2
.9

1
9
.0

3
3
.5

7
1
.9

8
1
.3

2
6
.7

5
9

1
2
.8

3
9
.8

国
勢

調
査

2
0
0
1

サ
ー

ビ
ス

が
不

十
分

な
住

宅
に

住
ん

で
い

る
割

合
％

4
6
.1

3
8
.9

5
6
.9

5
6
.5

7
7
.4

3
2
.9

6
0
.8

8
9
.7

9
3
.6

6
8
.7

7
8
.7

4
8
.5

6
3
.5

国
勢

調
査

2
0
0
1

経
済

的
に

依
存

し
て

い
る

が
家

族
が

い
る

割
合

％
5
.1

3
.5

4
.5

2
.4

3
.0

3
.0

3
.3

5
7
.8

6
.5

7
.6

5
.2

1
0
.8

国
勢

調
査

2
0
0
1

学
校

に
行

っ
て

い
な

い
子

供
が

い
る

割
合

％
8
.2

7
.3

9
.5

9
.9

9
.2

5
.5

7
.4

1
0
.7

1
8

1
5
.1

1
7

1
1
.6

1
3
.7

国
勢

調
査

2
0
0
1

一
部

屋
を

何
人

も
で

共
有

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
家

庭
の

割
合

％
3
1
.5

2
7

3
2
.9

3
5
.9

3
4
.3

2
0
.8

2
7
.5

3
6
.8

6
2

4
0
.8

5
3
.4

3
4
.7

4
4
.8

国
勢

調
査

2
0
0
1

人
口

総
人

口
人

数
1
2
,1

5
6
,6

0
8

5
,4

6
0
,7

3
8

4
0
3
,6

3
2

6
,4

8
5

3
7
,8

8
8

1
9
3
,3

1
5

1
0
,5

4
1

4
4
,7

0
1

3
5
,2

1
0

1
0
,8

0
0

4
2
,8

2
3

9
,3

9
5

1
2
,4

7
4

国
勢

調
査

2
0
0
1

人
口

（
男

性
）

人
数

6
,0

1
8
,3

5
3

2
,6

4
0
,0

2
0

1
9
0
,6

6
7

3
,2

2
6

1
7
,9

5
2

9
0
,5

1
9

5
,0

0
2

2
1
,0

0
4

1
6
,8

9
0

5
,2

9
8

2
0
,2

0
0

4
,6

9
1

5
,8

8
5

国
勢

調
査

2
0
0
1

人
口

（
女

性
）

人
数

6
,1

3
8
,2

5
5

2
,8

2
0
,7

1
8

2
1
2
,9

6
5

3
,2

5
9

1
9
,9

3
6

1
0
2
,7

9
6

5
,5

3
9

2
3
,6

9
7

1
8
,3

2
0

5
,5

0
2

2
2
,6

2
3

4
,7

0
4

6
,5

8
9

国
勢

調
査

2
0
0
1

人
口

（
1
歳

未
満

）
人

数
2
3
7
,2

0
9

1
0
3
,0

2
8

7
,9

1
6

8
5

7
8
3

3
,1

8
8

2
2
1

7
8
6

8
7
4

2
6
9

1
,2

0
4

2
2
7

2
7
9

国
勢

調
査

2
0
0
1

人
口

（
1
－

9
歳

）
人

数
2
,4

6
1
,7

7
2

1
,1

0
1
,1

3
6

8
9
,2

4
3

1
,1

3
2

8
,2

0
9

3
7
,7

2
2

2
,3

1
7

9
,7

6
6

1
0
,1

9
9

2
,7

9
2

1
1
,5

9
1

2
,2

8
5

3
,2

3
0

国
勢

調
査

2
0
0
1

人
口

（
1
0
ー

1
4
歳

）
人

数
1
,3

4
1
,0

3
9

6
1
0
,7

8
9

4
9
,8

3
7

6
5
8

4
,6

8
2

2
2
,4

4
5

1
,2

6
2

5
,9

1
3

4
,7

5
8

1
,3

9
7

5
,7

7
7

1
,1

4
1

1
,8

0
4

国
勢

調
査

2
0
0
1

人
口

（
1
5
－

2
9
歳

）
人

数
3
,3

5
6
,5

6
3

1
,5

0
0
,1

7
7

9
9
,9

7
2

1
,4

1
8

9
,6

3
8

5
1
,7

8
4

2
,6

5
2

9
,7

7
1

8
,1

1
5

2
,3

6
9

9
,1

0
5

2
,5

1
7

2
,6

0
3

国
勢

調
査

2
0
0
1

人
口

（
3
0
－

4
9
歳

）
人

数
2
,8

5
0
,4

6
8

1
,2

4
3
,2

3
0

8
2
,0

6
6

1
,2

3
1

7
,1

3
9

4
3
,9

5
2

2
,1

4
8

8
,3

2
1

6
,0

6
0

1
,9

6
1

7
,3

9
7

1
,8

0
3

2
,0

5
4

国
勢

調
査

2
0
0
1

人
口

（
5
0
－

6
4
歳

）
人

数
1
,0

9
5
,9

3
3

5
1
3
,3

0
7

4
0
,8

6
0

8
6
6

3
,8

1
3

1
9
,0

2
8

1
,0

2
6

5
,4

6
0

3
,1

0
5

1
,1

0
2

4
,2

7
6

8
2
0

1
,3

6
4

国
勢

調
査

2
0
0
1

人
口

（
6
5
歳

以
上

）
人

数
8
1
3
,6

2
4

3
8
9
,0

7
1

3
3
,7

3
8

1
,0

9
5

3
,6

2
4

1
5
,1

9
6

9
1
5

4
,6

8
4

2
,0

9
9

9
1
0

3
,4

7
3

6
0
2

1
,1

4
0

国
勢

調
査

2
0
0
1

ア
フ

ロ
系

エ
ク

ア
ド

ル
人

口
人

数
6
0
4
,0

0
9

1
3
0
,1

5
4

2
,8

7
2

5
9

1
7
5

1
,7

7
8

4
8

1
4
0

4
9

4
5

2
6
4

2
0
7

1
0
7

国
勢

調
査

2
0
0
1

先
住

民
人

口
人

数
8
3
0
,4

1
8

5
9
5
,7

9
8

1
5
3
,3

6
5

1
0
5

5
,2

1
5

4
7
,0

8
2

2
,5

0
3

3
8
,2

0
4

3
2
,6

3
2

2
,9

5
5

2
3
,2

3
6

5
6
2

8
7
1

国
勢

調
査

2
0
0
1

メ
ス

チ
ー

ソ
人

口
人

数
9
,4

1
1
,8

9
0

4
,2

4
8
,7

7
7

2
2
7
,5

5
0

6
,0

4
2

3
1
,3

6
0

1
3
0
,3

6
6

7
,5

2
8

6
,1

1
0

2
,2

6
9

7
,6

0
5

1
7
,6

0
1

7
,8

8
1

1
0
,7

8
8

国
勢

調
査

2
0
0
1

白
人

人
口

人
数

1
,2

7
1
,0

5
1

4
7
7
,9

1
4

1
9
,6

3
4

2
7
8

1
,1

3
4

1
3
,9

2
2

4
6
1

2
4
1

2
6
0

1
9
4

1
,7

0
7

7
3
6

7
0
1

国
勢

調
査

2
0
0
1

男
性

に
対

す
る

女
性

の
割

合
男

性
1
0
0
に

対
し

て
1
0
2
.0

1
0
6
.8

1
1
1
.7

1
0
1
.0

1
1
1
.1

1
1
3
.6

1
1
0
.7

1
1
2
.8

1
0
8
.5

1
0
3
.9

1
1
2

1
0
0
.3

1
1
2

国
勢

調
査

2
0
0
1

女
性

の
割

合
％

5
0
.5

5
1
.7

5
2
.8

5
0
.3

5
2
.6

5
3
.2

5
2
.6

5
3

5
2

5
0
.9

5
2
.8

5
0
.1

5
2
.8

国
勢

調
査

2
0
0
1

分
野

／
指

標
全

国
平

均
シ

エ
ラ

平
均

チ
ン

ボ
ラ

ソ
県

ペ
ニ

ペ
郡

グ
ア

ノ
郡

リ
オ

バ
ン

バ
郡

チ
ャ

ン
ボ

郡
コ

ル
タ

郡
グ

ア
モ

テ
郡

パ
ジ

ャ
タ

ン
ガ

郡
ア

ラ
ウ

シ
郡

ク
マ

ン
ダ

郡
チ

ュ
ン
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チンボラソ県貧困マップ 
 

PRIORIZACIÓN GEOGRÁFICA EN LA PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO 

 
FAO 委託調査員 

Ing. Galo Fernando Pillajo 
 
 
1. LAS 24 PARROQUIAS CON EL MAYOR VALOR   POR  EXTREMA 

POBREZA DE CONSUMO 
 

Fuente: SIISE – VERSIÒN 4.5 
 

COD. Cantones Parroquias 
Incidencia de la extrema 

pobreza de consumo 
% ( POBLACIÓN TOTAL)

60151 Riobamba Cacha (Cab. en Machangara) 48,3 
60154 Riobamba Flores 43,8 
60157 Riobamba Pungala 45,8 
60251 Alausí Achupallas 70 
60253 Alausí Guasuntos 46,3 
60256 Alausí Pistishi (Nariz del Diablo) 91,7 
60257 Alausí Pumallacta 62,6 
60258 Alausí Sevilla 48,4 
60259 Alausí Sibambe 45,5 
60260 Alausí Tixán 45,3 
60351 Colta Cañi 52,1 
60352 Colta Columbe 50,6 
60353 Colta Juan de Velasco (Pangor) 58,1 
60354 Colta Santiago de Quito (Cab. San Antonio de Quito) 46,8 
60553 Chunchi Gonzol 48,9 
60650 Guamote Guamote 64,3 
60651 Guamote Cebadas 73,2 
60652 Guamote Palmira 76,3 
60752 Guano Ilapo 51,1 
60756 Guano San Isidro de Patulu 53,2 
60757 Guano San José del Chazo 56,7 
60759 Guano Valparaiso 54,3 
60955 Penipe La Candelaria 46,8 
60956 Penipe Bilbao 45,7 

⑧チンボラソ県貧困マップ 

－77－



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－78－



 
2. LAS 24 PARROQUIAS CON EL MAYOR VALOR DE POBREZAPOR  

NECESIDADES  BASICAS INSATISFECHAS (NBI) 
 
 

COD. Cantones Parroquias 
Pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas (NBI)
%(POBLACIÓN TOTAL) 

60151 Riobamba Cacha (Cab. en Machangara) 99,8 
60154 Riobamba Flores 99,5 
60156 Riobamba Licto 94,9 
60157 Riobamba Pungala 95,1 
60158 Riobamba Punín 95,4 
60159 Riobamba Quimiag 96,2 
60251 Alausí Achupallas 98,2 
60256 Alausí Pistishi (Nariz del Diablo) 97,7 
60257 Alausí Pumallacta 95,9 
60260 Alausí Tixán 96,2 
60351 Colta Cañi 92,5 
60352 Colta Columbe 99 
60353 Colta Juan de Velasco (Pangor) 98,1 
60354 Colta Santiago de Quito (Cab. San Antonio de Quito) 99 
60650 Guamote Guamote 94 
60651 Guamote Cebadas 97,8 
60652 Guamote Palmira 99,2 
60752 Guano Ilapo 95,3 
60755 Guano San Gerardo de Pacaicaguan 96,3 
60756 Guano San Isidro de Patulu 94,5 
60757 Guano San José del Chazo 100 
60758 Guano Santa Fe de Galán 98,7 
60759 Guano Valparaiso 100 
60956 Penipe Bilbao 93,3 

          Fuente: SIISE – VERSIÒN 4.5 
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3. LAS 24 PARROQUIAS CON EL MAYOR VALOR DE POBREZA POR  

NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS (NBI) 
 

COD. Cantones Parroquias 
Extrema pobreza por 
necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) 

%(POBLACIÓN TOTAL) 
60151 Riobamba Cacha (Cab. en Machangara) 83 
60154 Riobamba Flores 83,6 
60156 Riobamba Licto 72,3 
60157 Riobamba Pungala 79,8 
60158 Riobamba Punín 76,7 
60251 Alausí Achupallas 92 
60256 Alausí Pistishi (Nariz del Diablo) 88,5 
60257 Alausí Pumallacta 86,5 
60258 Alausí Sevilla 72,9 
60259 Alausí Sibambe 67,3 
60260 Alausí Tixán 86,9 
60350 Colta Villa La Unión (Cajabamba) 67,1 
60351 Colta Cañi 64,8 
60352 Colta Columbe 88,5 
60353 Colta Juan de Velasco (Pangor) 80 
60354 Colta Santiago de Quito (Cab. San Antonio de Quito) 81,7 
60553 Chunchi Gonzol 73,7 
60650 Guamote Guamote 85,3 
60651 Guamote Cebadas 84,8 
60652 Guamote Palmira 95,3 
60752 Guano Ilapo 67,8 
60756 Guano San Isidro de Patulu 72,3 
60758 Guano Santa Fe de Galán 74,7 
60759 Guano Valparaiso 70,9 

           Fuente: SIISE – VERSIÒN 4.5 
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POR EL DESARROLLO  DE LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO

“Minga por la vida”

Una propuesta para concertar

MARCO REFERENCIAL PARA EL DESARROLLO
DESARROLLO INTEGRAL CON 

IDENTIDAD

Objetivos del Nuevo Milenio
Plan de Gobierno Nacional

Plan de Desarrollo Provincial
Plan de Gobierno Propuesto

P ARTICIPACION   CIUDADANA

COORDINACION  INTERINSTITUCIONAL

TRANSPARENCIA

INTERCULTURALIDAD

⑨チンボラソ県開発構想 
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“Minga por la vida”
Una propuesta para concertar
Marco normativo de sustento

Constitución Política de la República del Ecuador

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de 
mujeres y hombres, y la seguridad social.

3. Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente. 

4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y 
equitativo en beneficio colectivo.

5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus 
habitantes. 

6. Garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública libre de 
corrupción. 

“Minga por la vida”
Una propuesta para concertar
Marco normativo de sustento

La niñez y adolescencia, prioridad provincial:

Constitución Política de la República del Ecuador
Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima 

prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio 
pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio del interés 
superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás. 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, 
además de los de su edad. El Estado les asegurará y garantizará el derecho a 
la vida, desde su concepción; a la integridad física y psíquica; a  identidad, 
nombre y ciudadanía; a salud integral y nutrición; a educación y cultura, al 
deporte y recreación; a seguridad social, a tener una familia y disfrutar de 
convivencia familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto a su 
libertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten. El 
Estado garantizará su libertad de expresión y asociación… 

Art. 52.- El Estado organizará un sistema nacional descentralizado de protección 
integral para la niñez y la adolescencia, encargado de asegurar el ejercicio y 
garantía de sus derechos…. Formarán parte de este sistema las entidades 
públicas y privadas. Los gobiernos seccionales formularán políticas locales y 
destinarán recursos preferentes para servicios y programas orientados a niños 
y adolescentes. 
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“Minga por la vida”
Una propuesta para concertar
Marco normativo de sustento

Principios que garantizan la vigencia de los  Derechos:

Indivisibles: El enfoque es integral. Se refiere tanto a los derechos sociales como 
a los económicos, culturales y ciudadanos. 

Universales: Son aplicables a todos sin distinción de color, sexo, idioma, religión, 
origen étnico, posición económica, impedimentos físicos, o cualquier 
otra condición de los sujetos. 

Progresivos: Los derechos no siempre pueden cumplirse de manera inmediata. 
Social e institucionalmente debe haber compromiso para cumplirlos 
de manera progresiva. 

Se adecuan a las necesidades y  tareas:Las acciones para la niñez y adolescencia 
deben adecuarse a las edades y las condiciones de desarrollo físico, 
emocional e intelectual. 

Los derechos son obligaciones públicas de la sociedad. Implica una evaluación de 
la respuesta social frente a los derechos, lo cual se expresa en un 
balance de la política pública para cumplirlos, la definición de roles 
de acción, la existencia de nuevas estructuras institucionales, y, 
corresponsabilidad del Estado, comunidades, familias y ciudadanos.  

MARCO JURIDICO PARA EL DESARROLLO
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2. POBLACIÓN 

403632 habitantes,  el 47.2 % son varones y el 52.8 % mujeres. 3,3% de la población nacional.

58.5% de la población de la provincia es indígena rural. 

La densidad demográfica es de 61.44 sh/km2. 

Grupo menor de 15 años es mayoritario, suponemos representa al menos el 4o% de la población total. 

La tasa de crecimiento anual del período 1990 – 2001 está en el 0.9% en relación al 2.1 % de la media 
nacional. 

Esta tasa es una de las más inferiores en todo el territorio nacional, pero semejante a la de provincias 
centrales. Esta realidad se explica por el deterioro de las condiciones de vida que ha fomentado un 
proceso acelerado de migración. 

La tasa de fecundidad 4,97 a nivel provincial es superior a la media nacional de 3,61 y la tasa de 
natalidad 28,2 X 1000, Adicionalmente se suma la elevada tasa de mortalidad, 22.3 por 1.000 (la tasa 
nacional para 1995 es de 6,5 por mil).

“Minga por la vida”
Una propuesta para concertar

Los derechos incumplidos en Chimborazo

“Minga por la vida”
Una propuesta para concertar

Los derechos incumplidos en Chimborazo

Para la niñez de 0 a 5 años Puesto entre 22 provincias 2003

- Muertes tempranas 19
- Riesgo de desnutrición 21
- Inasistencia a nivel inicial y preescolar 19

Para la niñez de 6 a11 años Puesto entre 22 provincias 2002

- Prácticas que incluyen el castigo físico 11
- Carencia de recreación con los padres 19
- Interrupción de educación al concluir primaria 17

Para la niñez y adolescencia de 12 a 17  años Puesto entre 22 provincias 2003

- Muertes evitables: accidentes, homicidios y suicidios 19
- Embarazo, maternidad y paternidad tempranas 3
- Inasistencia a la educación secundaria 17

－86－



5

“Minga por la vida”
Una propuesta para concertar

Principios del desarrollo para Chimborazo
Desarrollo Integral: Lo concebimos en su dimensión integral: económica, 
política, social, cultural, histórica y no solamente economicista y por tanto excluyente

Desarrollo humano: Que potencie las capacidades individuales y colectivas de 
hombres y mujeres, armonizado con la finitud de la naturaleza y por lo tanto con su 
preservación; un desarrollo construido a partir de nuestras particularidades históricas, 
culturales e incluso geográficas. 

Desarrollo autocentrado: Dinamizar la economía provincial mediante el incremento 
del empleo productivo y la generación de ingresos. Partir de las propias potencialidades 
para ampliar el mercado interno, mejorar las condiciones de vida y generar posibilidades 
para la inversión y reinversión local. 

Democracia participativa: Respeto a la diversidad; control social; acción colectiva en 
la generación de iniciativas, en la formulación de políticas y en la gestión administrativa; 
ejercicio transparente del poder asociado al servicio de las mayorías.

Queremos una Nueva Provincia y País: Plurinacional, Equitativa y Solidaria: 
Reconocimiento de la dignidad e identidad locales y en particular de quienes hasta hoy 
han sido marginados y segregados:  pueblos indígenas, campesinos, trabajadores, 
mujeres, artesanos, niñez y personas de la tercera edad, coadyuvando todos para el 
mejoramiento  de las condiciones de vida. 

“Minga por la vida”
Una propuesta para concertar

Ejes a impulsar para el desarrollo de Chimborazo

Mediante la coordinación y apoyo del Estado, gobiernos seccionales, ONGs, 
iglesias,  universidades, gremios de profesionales, empresa privada, 
organizaciones de la sociedad civil, etc... Impulsaremos la formulación de 
políticas públicas locales tendientes a lograr:

• Fortalecimiento del manejo sustentable del medio ambiente

• La dinamización de la economía local e incremento de su productividad 

• El mejoramiento de los procesos de comercialización 

• Enfrentar la pobreza
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“Minga por la vida”
Una propuesta para concertar

Acciones a impulsar según ejes

Fortalecimiento del manejo sustentable del medio ambiente tendiente a la 
recuperación y optimización de los recursos productivos, a través de las 
siguientes acciones: 

a) Programa “Por un Chimborazo Verde”

b) Programa Integral de manejo de cuencas y micro cuencas

c) Programa de preservación de bosques y recursos naturales

d) Recuperación de los espacios verdes existentes en ciudades y parroquias de    la 
provincia.

“Minga por la vida”
Una propuesta para concertar

Acciones a impulsar según ejes
Dinamización de la economía local e incremento del empleo mediante:
1. Fomento a la creación de microempresas agroindustriales, artesanales, turísticas, de 

mantenimiento de infraestructura, en los ámbitos urbanos y rurales

2. Constitución de redes de microempresas que potencien el desarrollo de los sectores 
secundario terciario y cuaternario de la economía con la participación de la sociedad civil

3. Impulsar la creación de Fondo de Garantía Crediticia (seguro) que cubra los riesgos de 
producción

4. Implementación de programas de crédito preferencial para la producción con mecanismos de 
apoyo diferenciado a las mujeres con énfasis a las jefas de hogar

5. Creación de una entidad responsable del manejo integral de la red vial provincial que incluya:

• Mantenimiento, construcción y rehabilitación de red vial vecinal con la participación de 
microempresas comunitarias.

• Construcción  y mantenimiento de la red vial secundaria.

• Culminación y manejo de vías interprovinciales.

• Rehabilitación del sistema ferroviario provincial.

6. Construcción de centros de acopio e infraestructura productiva al servicio de las 
microempresas
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“Minga por la vida”
Una propuesta para concertar

Acciones a impulsar según ejes
Dinamización de la economía local e incremento del empleo mediante:

7. Plan de manejo integral de los sistemas de riego:

• mejoramiento y construcción de sistemas de riego principales.

• Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de riego campesino.

• Optimización de los sistemas de gestión con participación comunitaria. 

• Capacitación técnica y administrativa para el manejo de los sistemas.

8. Apoyo a la investigación, validación y transferencia de tecnologías, que sustenten los 
procesos de producción urbana y rural. Énfasis en la investigación y producción de semillas 
de calidad para su comercialización subsidiada que compense los procesos de transferencia 
de excedentes desde el campo a la ciudad y propicie la competitividad

9. Plan Turístico Provincial que incluya Programas de Turismo Ecológico co - administrados por 
los gobiernos seccionales,  organizaciones comunitarias y empresa privada. 

10 Impulso a los procesos de electrificación rural y popular

“Minga por la vida”
Una propuesta para concertar

Acciones a impulsar según ejes
Mejoramiento de los procesos de comercialización mediante la creación 

del Sistema Provincial de Comercialización que impulse:

1. Sistema Provincial de Información Productiva.
2. Fortalecimiento de las organizaciones de productores y consumidores en pos del comercio 

justo tanto en la producción agropecuaria como en otras ramas productivas
3. Creación de la Bolsa de Productos Agropecuarios.
4. Instalación, rehabilitación, equipamiento y co - administración público – privada de Centros de 

Comercialización Populares y Mercados Mayoristas.
5. Garantizar el abastecimiento de los principales productos de la dieta familiar.
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“Minga por la vida”
Una propuesta para concertar

Acciones a impulsar según ejes
Plan Social Provincial para enfrentar la pobreza mediante acciones en los 

siguientes sectores:

a. Salud:

a.1) Sistema Provincial de Servicios de Salud.
a.2) Sistema integrado de seguridad alimentaria y nutrición que priorice la atención a los niños 

menores de 5 años y mujeres embarazadas.
a.3) Incremento de la cobertura de servicios de salud, mediante la atención focalizada a grupos 

específicos  (materno–infantil, etc..)
a.4) Fortalecimiento del Programa de Maternidad Gratuita.
a.5) Programa de difusión de la importancia de la lactancia materna
a.6) Ampliación del programa de inmunizaciones
a.7) Programa de Salud Reproductiva
a.8) Programa de Salud para la Agricultura Sana
a.9) Fortalecimiento de Programa de Salud Indígena  y procesos alternativos de apoyo popular
a.10) Sistema Móvil de Atención en Salud.
a.12) Sistema Provincial de Saneamiento Básico (agua potable y alcantarillado)

“Minga por la vida”
Una propuesta para concertar

Acciones a impulsar según ejes
Política social integral para enfrentar la pobreza mediante la ejecución del 
Plan Social Provincial que impulse sectorialmente lo siguiente:

b.Educación:

b.1) Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa inicial, básica y de bachillerato 
(Incluye: vivienda docentes, escuelas unidocentes, bibliotecas y vinculación informática)
b.2) Sistema Provincial de Educación Inicial que garantice el acceso universal de los niños a la 
educación inicial.
b.3) Programa de universalización del primero de básica
b.4) Programa provincial de elaboración y producción de textos
b.5) Programa de beca escolar
b.6) Proyecto de capacitación de talentos humanos para la docencia.
b.7) Programa de mejoramiento técnico de la Educación Bilingüe y no formal
b.8) Fortalecimiento de Programa de Alfabetización de Adultos
b.9) Programa de Capacitación Técnica de la Mujer
b.10) Fortalecimiento de la articulación de la educación superior al desarrollo provincial
b.11) Proyecto de fortalecimiento técnico e institucional de las direcciones provinciales (hispana y 
bilingüe), articuladas a las instancias seccionales, no gubernamentales y comunitarias
b.12) Introducción de nuevas tecnologías de la información y comunicación para l enseñanza 
universitaria
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“Minga por la vida”
Una propuesta para concertar

Acciones a impulsar según ejes
Política social integral para enfrentar la pobreza mediante la ejecución del Plan 
Social Provincial que impulse sectorialmente lo siguiente:

c. Protección Integral a la Niñez y Adolescencia:

c.1) Sistema Provincial de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia
c.2) Plan de difusión, promoción  y conocimiento del Código de la Niñez y Adolescencia
c.3) Programa de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en condiciones de riesgo
c.4) Programa de Prevención y Atención de Violencia
c.5) Programa Provincial de prevención del alcoholismo y la drogadicción
c.6) Plan de promoción de la participación de los padres y madres de familia en la calidad de vida
c.7) Fortalecimiento de las instancias públicas de defensa de los derechos sociales
c.8) Programa provincial de buen trato

d. Cultural:

d.1) Programa de revitalización cultural.

“Minga por la vida”
Una propuesta para concertar

Procesos macro a impulsar con el apoyo seccional
Propuesta de conformación del Comité de Desarrollo Provincial:
El Comité Permanente de Desarrollo Provincial se constituye como un órgano orientador y 
coordinador del desarrollo provincial, conformado (Ley de Descentralización) por:
• El Prefecto Provincial
•Tres Alcaldes en funciones, elegidos de la respectiva asociación municipal provincial  en  aquellas 
provincias que tengan hasta diez cantones, incrementándose por cada cinco municipios un 
representante adicional
• El Gobernador de la provincia
• Dos  representantes elegidos por las cámaras de la producción de la provincia
• Un  representante  elegido  por  las universidades y escuelas politécnicas de la provincia o sus 
extensiones
• Un representante elegido por las organizaciones campesinas de la provincia
• Un  representante  elegido  por  los  medios  de comunicación social
• Un  representante  de  los  colegios  de  profesionales de la provincia
• Un representante de los organismos de desarrollo regional
Se propone las siguientes modificaciones con respecto a los representantes:
• Todos los Alcaldes de los 10 cantones
• 3 representantes de las parroquias de los cantones que contengan mas de 8 parroquias; 2 
representantes de las parroquias de los cantones que contengan entre 4 y 7 parroquias: 1 
representante de las parroquias de los cantones que tengan hasta 3 parroquias.
• 2 representantes de las organizaciones campesinas
• Representantes de organizaciones de mujeres, de niños y adolescentes.
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“Minga por la vida”
Una propuesta para concertar

Procesos macro a impulsar en la provincia

Procesos de 
Planificación

Procesos de 
Participación SocialConsejo Provincial y 

Municipalidades

Comité de Desarrollo 
Provincial

Instancias de 
Participación Social

Secretaria Técnica Dirección de 
Planificación

Unidad de Gestión 
Social

Patronato

Esquema Provincial de planificación y 
formulación de políticas

Comité de Desarrollo
Provincial

Comités de Desarrollo 
Cantonal

Comités de Desarrollo
Parroquial

Consejo 
Provincial

Concejos Cantonales
Municipalidades

Juntas 
Parroquiales

－92－
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Construcción de Colectivos de Gobierno 
Local

Comisiones ParroquialesÁmbito Parroquial

Consejos Sectoriales (Cabecera Provincial)
Consejos Integrales (Demás cantones)

Ámbito Cantonal

Consejos SectorialesÁmbito Provincial

Construcción de Consejos Locales 
Integrales

Consejo Local de
Desarrollo (Social, Humano

O Comunitario)

Consejo Local
de Salud

Consejo Local 
de Educación

Consejo Local de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia

－93－
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CONSEJO PROVINCIAL

PREFECTO

SINDICATURA

AUDITORIA

SECRETARIA

PLANIFICACION

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

FISCALIZACION

GESTION SOCIAL

EDUCACION

SALUD

PARTICIPACION Y 
ORGANIZACIÓN 

CIUDADANA

BIENESTAR 
SOCIAL

OOPP

VIALIDAD

INFRAESTRUCTURA 
Y VIVIENDA

SANIDAD-RIEGO-
AGUA POTABLE

MAQUINARIA Y 
MANTENIMIENTO

PRODUCCION  Y 
EMPLEO

PRODUCCION

AMBIENTE

TURISMO

ADMINISTRATIVO

TALENTO HUMANO

ADQUISICIONES

SERVICIOS 
GENERALES

SISTEMAS 
INFORMATICOS

EQUIPOS   Y 
VEHICULOS

FINANCIERO

CONTABILIDAD

TESORERIA

BODEGA

PATRONATO

COMUNICACIÓN SOCIAL

N    A

I      S

V    E

E     S

L    O

R

N I V E L      O P E  R A T I V O

N    A

I      P

V    O

E     Y

L    O

N I V EL  POLITICO 
LEGISLATIVO O

N I V EL  POLITICO  
EJECUTIVO

COMERCIALIZACION

COMISIONES 
PERMANENTES

－94－
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