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5. 主要面談者リスト 
【第 1 次調査】 

名前 役職 所属先 
Eng. M. A. A. Adewuyi Director Agro-processing & Marketing,  NFRA 
Eng. O. B. Jotto Deputy Director Agro-processing & Marketing,  NFRA 
Mr. G. I. Igoji Assistant Cheif Agricultural Supt. Agro-processing & Marketing,  NFRA 
Mr. J. M. Dadet Assistant Chief Agricultural Officer Agro-processing & Marketing,  NFRA 
Eng. I. U. Nwankwo Assistant Director Agro-processing & Marketing,  NFRA 
Mr. O. Odeyemi Principal Agricultural Supt. Agro-processing & Marketing,  NFRA 
Eng. S. S. Aliyu Principal Technical Officer Agro-processing & Marketing,  NFRA 
Mr. I. Shaibu Principal Agricultural Supt. Agro-processing & Marketing,  NFRA 
Eng. R. Y. Adeoye Deputy Director Sheda Training Centre 
Eng. Z. M. Jiya Agricultural Principal Engineer, NFRA Sheda Training Centre 
Dr. L. S. Z. Daura National Project Coordinator Multinational NERICA RICE Dissemination Project 
Dr. M. Uwanzie Programme Manager/Director FCT Agricultural Development Programme 
Dr. A. K. Klodi National President RIFAN 
Mr. A. Umar Nationnal Administrative Secretary RIFAN 
Mr. I. Awodi Nasarawa State Chairman RIFAN 
Mr. Anord Rajan Branch Manager Olam Nigeria 
Mr. Evans Joseph Executive Associate Manager Olam Nigeria 
Mr. Manoj K. Saini Factory Manager Olam Nigeria 
Mr. N. J. Dachor Programme Manager Nasarawa Agricultural Development Pragramme 
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名前 役職 所属先 
Mr. M. O. Samu Administrative Director Nasarawa Agricultural Development Pragramme 
Eng. S. Ekom Engineerng Service Director Nasarawa Agricultural Development Programme  
Mrs. Z. Alhassan Technical Agricultral Service Director Nasarawa Agricultural Development Programme  
Mr. H. E. M. Estti Extension Service Director Nasarawa Agricultural Development Programme 
Mr. S. A. Yakabu Finance & Account Director Nasarawa Agricultural Development Programme 
Mr. B. Yusuf NERICA Rice Dissemination Project Coordinator Nasarawa Agricultural Development Programme 
Mr. U. A. Mohammed Rural Institutional Development Director Nasarawa Agricultural Development Programme 
Mr. A. Tawlo Chief Technical Officer for Mechanization Nasarawa Agricultural Development Programme 
Mr. S. G. Kpama Planning, Monitoring & Evaluation Director Nasarawa Agricultural Development Programme 
Mr. A. U. Sanda Chairman Rice Millers & Dealers Association, Lafia 
Mr. A. Sani Secretary Rice Millers & Dealers Association, Lafia 
Mr. Z. Abubakar Managing Director Niger State Agricultural Development Project 
Mr. Z. S. Yahaya Planning, Monitoring & Evaluation Director Niger State Agricultural Development Project 
Mr. S. J. N. Shiawoya Administration & Service Matters Director Niger State Agricultural Development Project 
Hon. A. A. Yusuf Commissioner Niger State Ministry of Agriculture and Rural Development 

Mr. M. S. Barde Permanent Secretary Niger State Ministry of Agriculture and Rural Development 

Hon. S. A. Abdullah Minister Ministry of Agriculture and Rural Development 
Dr. Olupomi Ajayi Project Coordinator (Ghana & Nigeria) AfricaRice 
Mr. A. A. Adegoke Programme Officer NEPAD 
Mr. Roland Oroh Agribusiness Project Manager USAID 
Mr. Timothy Prewitt MARKETS Managing Director USAID 
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名前 役職 所属先 
Mr. Hideki Murakami Associate Expert UNIDO 
Mr. Jide Arowosafe Programme Annalist  UNDP 
Dr. Bola Adubi Senior Agricultural Specialist World Bank 
Mr. B. O. Akpayung International Cooperation Acting Director National Planning Council  
Eng. I. I. Azogu Executive Director National Centre for Agricultural Mechanization (NCAM)
Eng. I. C. Ozumba Coordinating Engineer National Centre for Agricultural Mechanization (NCAM)
Dr. A. O. Deyemi Principal Agri Superintendent National Centre for Agricultural Mechanization (NCAM)
Mr. A. O. Oyeniyi Permanent Secretary Kwara State Ministry of Agriculture & Natural Resources 

Mr. A. A. Mohammed Administration & Training Director Kwara State Agricultural Development Project 

Mr. Abifarin O. Oye 
California-Nigeria Business 
Forum-Kwara Assistant Director 

Kwara State Ministry of Agriculture & Natural 
Resources 

Mr. Joseph J. Kudu Chairman RIFAN, Nasarawa State 
Ms. Dinnah Ahure Woman in Agriculture Acting Director Benue State Agriculture & Rural Development Authority 

Mr. Ayacfo Shawon 
Planning, Monitoring & Evaluation 
Director 

Benue State Agriculture & Rural Development Authority 

Mr. Benjemin Iko Statistics & Evaluation Deputy Director Benue State Agriculture & Rural Development Authority 
渡辺 信人 一等書記官 在ナイジェリア日本国大使館 
川野辺 浩 一等書記官 在ナイジェリア日本国大使館 
鷲見 佳高 所長 在ナイジェリア JICA 事務所 
増田 吉朗 所員 在ナイジェリア JICA 事務所 
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【第 2 次調査】 
名前 役職 所属先 

Eng. M. A. A. Adewuyi Director Agro-processing & Marketing, NFRA 
Mrs. K. I. Babangida Deputy Director Agro-processing & Marketing, NFRA 

Mr. G. I. Igogi 
Assistant Chief Agriculture 
Superintendent  

Agro-processing & Marketing, NFRA 

Mr. J. M. Dadet Assistant Chief Agriculture Officer Agro-processing & Marketing, NFRA 
Mr. O. Odeyemi Principal Agriculture Superintendent Agro-processing & Marketing, NFRA 
Eng. M. O. Ogunbiyi Chief Agriculture Engineer Agro-processing & Marketing, NFRA 
Eng. G. Nadungu Principal Agriculture Engineer Agro-processing & Marketing, NFRA 
Mrs. S. T. Mahood Assistant Chief Agriculture Officer Agro-processing & Marketing, NFRA 
Mr. J. Ifenkwe First Secretary (Japan, N.&S. Korea) Federal Ministry of Foreign Affairs 
Mr. N. U. Samny Assistant Chief Planning Officer National Planning Commission 
Dr. A. A. Abubakar Commissioner Nasarawa State Ministry of Agriculture & National Resources 

Mr. P. A. Akaba Permanent Secretary Nasarawa State Ministry of Agriculture & National Resources 

Mr. H. A. Iliyasu Managing Director Nasarawa State Ministry of Agriculture & National Resources 

Mr. N. J. Dachor Programme Manager Nasarawa State Agricultural Development Programme 

Mr. S. G. Kpawa 
Planning, Monitoring & Evaluation 
Director 

Nasarawa State Agricultural Development Programme 

Mr. E. S. Ekom Engineer Service Director Nasarawa State Agricultural Development Programme 
Mrs. Z. Alhassan Technical Agricultural Service Director Nasarawa State Agricultural Development Programme 

Mr. B. Yusuf 
NERICA Rice Dissemination Project 
Coordinator 

Nasarawa State Agricultural Development Programme 
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名前 役職 所属先 
Mr. Joseph Jimet Secretary Joint Association of Rice Millers & Loaders, Assakio 
Mr. O. Okoro Operator Joint Association of Rice Millers & Loaders, Assakio 
Mr. Alhaji Abubaka Director Social Rice Millers & Dealers Association, Lafia 
Dr. V. U. Oboh Catalytic Intervention Manager PrOpCom, DFID  
Mr. O. Oluwabusuyi Catalytic Intervention Manager PrOpCom, DFID 

Ms. T. Urrechaga 
Business & Knowledge Management 
Consultant  

PrOpCom, DFID 

Mr. K. Kwangyoung Chief Resident Representative KOICA Nigeria Office 

Ms. S. Pauling 
Economic Growth & Environment 
Office, Director 

USAID 

Mr. H. Batson 
Economic Growth & Environment 
Office, Senior Ag Specialist 

USAID 

Mr. R. Oroh Agribusiness Project Manager USAID 
Mr. T. Prewitt MARKETS Managing Director USAID 
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鷲見 佳高 所長 在ナイジェリア JICA 事務所 
 

－
62

－



【第 1 次調査】 
1) National Food Reserve Agency: NFRA 
本プロジェクトの要請で、Lafia、Bida の 2 ヶ所をサイトとした選定基準につい

て、両地域ともに国内の主要コメ生産地であること、NFRA によるモニタリング

の観点から、アブジャからのアクセスの容易さ、そしてコメを全国に出荷する

等、より組織化された精米組合が存在することを挙げている。また、2 ヶ所であ

る必要性については、全国の ADP をプロジェクトサイトに集めて研修すること

を予定しているため、広大な国土面積を考慮して 2 ヶ所研修できる場所がある

方が効率的、なるべく多くの精米業者に最新機材を使用する機会を与えたい、

との理由を挙げた。これを受け、市場調査、農家の現況調査等かなり集中的な

活動が必要とされる中、2 ヶ所における実施は、リソース(専門家)投入を分散さ

せる必要があること、運営管理の面からも非効率である旨調査団から先方へは

説明。また、機材については、精米業者の個人所有ではなく、技術協力プロジ

ェクトの範囲内で、研修用機材としての供与である旨も説明した。 
コメの品質基準について、輸入米は Standards Organization of Nigeria (SON)が基

準を設けており、国産米に対してもこの基準を適応させたいと NFRA は考えて

いるが、現在のところ明確な品質基準はない。他ドナーも(小規模精米業者を支

援しているドナーは現在のところ存在しない)基準を設けていない。国産米の品

質が低い原因としては、十分な機材が揃っていない、品種の混合があり、モミ

の質も悪い、圃場における収穫後処理が適切ではない、精米のための労働力不

足、そして品質基準のないことを挙げている。新機材の導入によりある程度品

質は改善されることになるが、更に組合に保証種子を農家に提供してもらい、

単一の品種に統一する要請をする必要がある旨先方へ説明した。また、精米組

合に新機材を普及するための新しいメカニズムを形成する(現在政府による小規

模業者を対象とした融資等は存在しない)必要性も提言。 
要請内容(機材、協力期間、研修内容等)について先方と確認。 
 

2) Sheda Training Centre 
National Agricultural Seed Council の土地を NFRA が間借りした形で運営されて

いる。研修機材として、サタケ製精米機一体型(石抜き機、籾摺り機、精米機)(2003
年導入)、クボタ製精米機一体型(2004 年導入)、ソーラー乾燥機(現地製組み立て

式)、平型乾燥機(サタケ製)、パーボイル機(現地製：80,000 ナイラ)を保有。近年

の研修実績として、07 年、08 年ともに 86 名に対して各 3 日間の研修を実施。

09 年は、3 月に Kaduna 州にて北部の研修対象者 50 名に対して、5 月には Enugu
州にて南部の対象者 50 名に対して研修機材を当センターより持ち出して(クボ

タ製精米機一体型を除く)研修を実施した。研修インストラクターは 2 名、オペ

レーターが 3 名いる。 
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3) NERICA Dissemination Project 

2003 年 12 月よりアフリカ開発銀行の支援にて、6 州(Kaduna、Nasarawa、Taraba、
Ekiti、Ondo、Ogun)において、315 グループを対象に実施。2010 年末のプロジェ

クトの終了までにNERICAの栽培面積を108,000haまで広げる見積もりを立てて

いる。36 万農家が本プロジェクトに関わることを目的としており、これまでに

35 万人が関与している。これまでに NERICA によって子供の教育費が払えるよ

うになった農家が 8,000 人以上おり、100 名以上が車を購入し、500 人がバイク

を購入しており、NERICA が農家の家計を助けていることを証明している。プ

ロジェクト開始から6年で15％しか予算執行していなかったが、所長が交代し、

この 1 年で 75％まで引き上げた。農道建設等でプロジェクトの終了までに 100％
となる見込み。これからは本プロジェクトの第 2 フェーズが 5 年間の期間で開

始される予定であり、NERICA 種子増産が主な活動だった第 1 フェーズとは異

なり、第 2 フェーズでは 18 州を対象に、ナイジェリアで特に問題となっている

加工、マーケティングに取り組み、更には水稲 NERICA にも取り組む予定。第

2 フェーズでは 1,000 農民グループ(約 13,000 人)を関与させることを目的として

いる。 
ナイジェリアで公式に承認されている NERICA 品種は、NERICA1 と NERICA2

のみであり、本プロジェクトで普及させているのもこの 2 品種のみとなってい

る。展示圃場では、この 2 品種を比較展示し、1 回 50 人程度のフィールドデイ

を普及員が実施している。 
 

4) Rice Farmer’s Association of Nigeria: RIFAN 
 小規模コメ生産農家を中心に、全国に 38,000 以上の生産者グループ(10 人程度

で 1 グループを形成)を抱え、全ての州をカバーした生産者に対するワークショ

ップ、能力強化研修、農業投入財の配布、融資等といった活動を通じて、コメ

の収量・品質の向上を図り、2012 年までにナイジェリアをコメ輸出国にする目

的を掲げている。主な活動として昨年は 2 年間のプログラムである、Nigeria 
Agricultural Cooperative Rural Development Bankによるローン4億ナイラを各州の

RIFAN の組織力に応じて配分し(組織力の弱い州は 500 万ナイラ、強い州は 1,800
万ナイラ)、22,000 の生産者グループ(1 グループ最大 25 万ナイラ)に融資した。

これまでのところ融資額の 49％が返済されており、2010 年の終わりまでには

80％の返済を見込んでいる。また、今年は、コメ生産強化マスタープランを採

択し、コメの増産と品質向上のための近代的な技術や知識を、生産面のみなら

ず加工、マーケティングの分野においてもワークショップ等を通じて農民に指

導している。更に ICT 研修も実施している。 

－ 64 －



 本プロジェクトでは旧式の機材を新しいものに代替させ、品質の向上を目指

すことをコンポーネントのひとつとしているが、RIFAN の生産者グループは

各グループに必ず 3 名の責任者を設置して(代表、事務係、会計役)運営管理

を行っており、配分されたローンもこの 3 人によって管理され、例えグルー

プで資機材を共同購入したとしてもその管理に問題は起こらないとしてい

る。 
 新たな設備投資によってそれを回収するためには品質の違いが消費者に認

知され、品質を反映した価格の上乗せが許容されるかが問題になるが、ナイ

ジェリアで輸入米が好まれるのは国産米に比べて質が高いからであり、市場

では砕米と全粒米は別価格が付けられ、品種が揃ったもの、まばらなもので

も同様で、ナイジェリア人は質の高いものにはそれに見合った金を支払うと

見込んでいる。国産米も輸入米並みに質が高いことが認められれば、価格が

高くなっても消費者は購入する、とするのが RIFAN の見解。 
 
5) Olam Nigeria Ltd. 

2004 年州政府より精米プラント(Makurdi)の借用権を得て始業。当初は 1 年ご

とに契約更新し、現在は 2015 年までの契約となっている。プラントの敷地面積

は約 12ha、従業員数は約 200 人。2005 年より、コメ栽培方法や収穫適期のノウ

ハウ、農業投入財(保証種子、肥料、除草剤)を契約農家に提供し、生産されたモ

ミを買い上げ、精米・パッケージングを行うプログラムを開始。2006 年より農

家の能力向上、トレーニングプログラムは USAID の「MARKETS」からの支援

を受けており、USAID がその費用の 2/3 を負担している。契約農家数は Benue
州内に約 7,000 人、その他の州で約 3,000 人おり、栽培総面積は約 8,000ha とな

っている。275 の組合を対象としており、各組合の 3 人の役員による月例グル

ープリーダー会議を開催している。農家は ha あたり 385～900 ドルの収入があ

る。伝統的農家の平均収量は 1.0t～1.5t/ha だが、Olam の契約農家の収量は平均

3.0t～3.5t/ha となっており、品質も高い。契約農家は、NAIC(Nigeria Agriculture 
Insurance Corp)に加入し、不作時には最大 80％を補填する保険が適用される。

栽培されている品種はナイジェリア政府公認の FARO44、52(栽培期間 120 日)
の長粒種 2 品種のみで、全てがパーボイル加工(処理能力モミ 100t/日)される。

年間およそモミで 35,000t～36,000t を買い付けており、契約農家からの買い付け

で不足する分はオープンマーケットから買い付け、質の高い契約農家からのコ

メは、「Mama’s Pride」、質の劣るマーケットからの買い付け分は「Lobi」ブラン

ドとして販売している。農閑期を考慮し、12,000t～13,000t 規模を野積みし、市

場への定期供給を行っている。 
現在 Olam Nigeria では、1)消費者による、国産米は輸入米に質で劣るとする
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固定化した概念、2)契約農家に投入資材という形で貸し付けているクレジット

の回収率が当初は 70～80％だったが、2007 年以降 50％まで低下していること、

3)コメの需要に対して供給が小さく、小規模生産地が点在する現状からモミの

確保にかかる輸送コストがかさみ、モミの価格が国際価格と比較しても高額、

4)2008 年の世界的な穀物不足を契機に、政府が輸入米への税率を下げ、精米を、

モミ米と偽って輸入される等(モミ米の税率は精米のそれ以下)、輸入米が大量に

市場に出回ったこと、5)契約農家に対し、市場価格よりも 3,000 ナイラ上乗せし

てモミを買い取っているが、クレジット返済で価格を差し引かれるのを嫌い、

農家が直接市場にモミを販売してしまい、オープンマーケットからのモミの買

取量が増加していること、といった問題から、昨年は 25 万ドルの損失があり、

過去 4 年間赤字経営が続いている。将来的に経営が黒字に転じる見込みもなく、

また、政府による支援も得られないようであれば、政府によって設置された 10
億ナイラの大規模精米施設に対する基金を利用してKwana州とAnambra州にそ

れぞれ精米所を設ける予定も取りやめ、ナイジェリアにおけるビジネスからの

撤退を考えている。 
 

6) Nasarawa Agricultural Development Programme (ADP) 
Nasarawa 州がプロジェクトの対象サイトとなった際には、ADP からはポス

トハーベストを管轄する Engineering Dept とマーケティング・農民組織化を管

轄する Rural Institutional Development Dept が対応することなる。また、適期収

穫や乾燥といった生産者への支援に関しては Technical Services Dept が対応す

る旨の発言を先方より得た。 
プロジェクトにより導入される最新式機材は従来の機材よりも投資が必要

となり、投入資金の回収のためにはコメの販売価格を上げる必要があると調査

団より指摘したところ、コメの国内におけるマーケットのポテンシャルは非常

に高く、消費者は高品質米を求めているので、価格を高く設定することに問題

はない、一般的に消費者は国産米よりも輸入米を好む傾向があるが、高品質の

国産米を地道に市場に提供し、なだらかではあるが、消費者意識を変更してい

くことは可能であると考えているとの回答を得た。 
Nasarawa 州は、連邦政府主導による大規模精米施設建設の対象外であり、

プロジェクトが対象とする小規模精米組合との競合は今のところない。コメ生

産農家は小規模で点在しており、圃場から精米所までの輸送が問題となるが、

輸送コストを下げるためにも州政府は現在追加的に村から街の中心部を結び

物品輸送の補助をする 6 つの道路建設を予定しており、今後もこのような活動

は続けられる。また、当プロジェクトがパイロットプロジェクトであることに

鑑みると、研修機材については無料で提供されるべきだが、持続性や他地域へ
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の波及を考慮すると、ステークホルダーには銀行口座を新設させ、収益金を積

み立て、その額が機材投入額に達したら、その資金を別の精米組合に回し、新

しい機材の購入費に充てるような回転資金の仕組みを考えることを提案した

ところ、その旨了解を得た。 
 

7) Rice Millers and Dealers Association, Lafia 
約 10,000 農家と契約を結び、組合員 1,700 人のうち 500 人が生産農家。卸売

り業者や小売業者に直接コメ(白米、パーボイルド米)を販売している。20 程度

の買い付け業者と商売をしており、価格の交渉などは携帯電話を使用して行っ

ている。業者は現金で買い付けることはせず、銀行に振り込む形で入金してい

る。電力式、ディーゼル式精米機 250 機で精米加工を、宗教行事がある際等は

除いて毎日行っており、1 日の精米キャパシティは農閑期で 35t、収穫期で 60t
となっている(パーボイル加工のキャパシティは 1 日 2.5t)。しかしながら、電

力の供給が不安定であり、電力式精米機の 1 日の稼働時間は電気のある時間帯

に限られている(1 日 5 時間程度)。 
電力の供給が不安定であったり、精米機材の老朽化、パーボイル加工や袋詰

めといった作業が手作業で行われたり等問題点を抱えてはいるが、利益は得て

いる(農家一軒あたりの年間収入は 200,000 ナイラ)。また、夾雑物の混入も大

きな問題であり、夾雑物を減らし、輸入米に対抗出来るほどの品質を確保する

ことにより、更に利益を上げたいと考えている。 
 
  *Lafia のマーケットにおけるコメの価格 
 Mama’s Pride (パーボイルド米 50kg)：7,100 ナイラ 
     Thai American Style (パーボイルド米 50kg)：7,500 ナイラ 
     ローカル米(ノンパーボイルド米 50kg)：7,200 ナイラ 
     Thai Golden (パーボイルド米 50kg)：7,200 ナイラ 
     Thai Station Rice (パーボイルド米 25kg)：3,600 ナイラ 
 

8) Niger Agricultural Development Project (ADP) 
Niger ADP は農業・農村開発省が策定した政策を実施する機関である。その

主な役割は、1)エクステンションデリバリー、2)農村部の組織・経済活性化、

3)農村部の道路建設となっている。Niger 州では、穀類ではコメ、根茎類では

ヤムが主要作物となっており、地域別に見ると、Bida を含む南部はコメ、州

都である Minna を含む中部はヤムとコメ、そして北部ではメイズ、ソルガム、

カウピーが盛んに栽培されている。 
Niger 州では、大規模精米施設の建設を進めているが、コメ生産が盛んな土
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地柄もあり、大規模施設のみならず、小中規模の精米施設の需要も高く、大規

模、小中規模でその経営形態も異なることから、本プロジェクトにて対象とし

ている小中規模精米業者との競合はないものと考えている。また、低品質・低

価格のコメマーケットから、プロジェクトの介入による、高品質・高価格への

移行も、Niger 州ではコメは域内消費ではなく、伝統的に Lagos、Kaduna、Kano
といった市場に出荷していること、高品質米には高品質米の市場が国内に存在

することから、マーケットの心配はないと考えている。高品質米の基準として、

石の混入率、色の不揃い、夾雑物の混入、砕米の混入率が挙げられるが、プロ

ジェクトである程度それらの問題に対応できるが、導入する機材に色識別機は

予定していないので、色の問題については対応できない旨了解を得た。 
 

9) ドナー会合 
各ドナーのコメ分野における活動状況については以下のとおり。 

 
   NEPAD: 

CAADP に添った形で活動しており、その枠組みの中でコメは重要作物のひ

とつである。農家が適正な技術を擁していないことがナイジェリアにおいてコ

メの生産性が向上しない理由であり、Ebonyi 州と Enugu 州において、各 15 名

のコメ農家、NCRI、National Seed Council からも研究者を招き、適正な育苗、

株間、農業投入財等について指導する、生産性向上のための実践的なワークシ

ョップを開催している。今後は、Adamawa 州や Kebbi 州でも同様の研修を実

施する予定。 
 

World Bank: 
現在 2 つのプロジェクトが実施中であり、ひとつは Nasarawa 州と Niger 州

で実施中の Commercial Agricultural Development Project。もうひとつは、Kogi
州、Nasarawa 州、Niger 州で実施中の内陸低地(FADAMA)プロジェクト第 3 フ

ェーズである。これらのプロジェクトで蓄積された有効的な農家への技術提供

の手法等を、これから新規事業を開始する JICA は組み入れていく共同作業が

必要であり、そのための協力は惜しまない旨コメントを得た。 
 

USAID: 
5 年前より MARKETS プロジェクトにおいてコメについても取り組んでい

る。商業ベースでドナーよりよりよいサービス(融資、肥料、種子、技術等)が
農家に対して提供されることが必要であり、これにより MARKETS では 2006
年から 2009 年までの間で、プログラム参加農家の収量が 1,2t/ha～1.3t/ha だっ
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たのが、5.1t/ha にまで増加した。昨年には 10 の主要コメ精米業者に対して聞

き取り調査を実施し、業者にとって、コメの市場調査、集荷のためにコメの生

産マップや設備投資のための融資、そして交渉相手となる農業生産組合がビジ

ネス展開に必要である、との結果を得た。今年の 10 月にはこれらの業者を

Benue の MARKETS サイトに集め、精米についての技術的な研修も実施する

予定。また、グループリーダーの研修プログラムによって、農民の組織強化も

進めている。種子についても適正品種について調査を実施してきており、現段

階では、その種子を農家に届ける商業システム構築に着手する予定。加工面で

は、これまでにかなりの投資が行われているがまだ不足している状態であると

認識しており、Benue の精米施設(6,000t)と同等規模の施設があと 76 ヶ所建設

されないとコメの自給は達成できないと算出しており、通常ドナー間では活動

の棲み分けを行うが、このような状況の中、規模は異なるが、同様の活動を行

う JICA に対して歓迎の意を表していた。 
 

AfricaRice 
昨年の日本によるナイジェリアに対する緊急コメ種子生産支援により、農家

に対して種子を提供。中国とも高収量品種を開発しており、実証試験において

有効と判断されれば、ナイジェリアに投入する予定。NERICA に関しては、18
種のアップランド品種と、16 種のローランド品種をナイジェリアに導入する

予定。AfDB ともローランド NERICA 普及イニシアティブを実施中。昨年、

Kano 州において、USAID との協働で高収量種子、肥料を提供し、適正栽培技

術の農家研修を実施した。また、生産者に対する、生産から加工(パーボイル

含む)に至る指導ビデオを製作した。今後は輸入米を好む傾向にあるナイジェ

リア人への国産米のプロモート活動も必要であると考えている。 
 

UNIDO: 
3 月に、農業生産性の向上について、特に小規模農家に対する融資の方法に

ついて意見交換の場となる国際会議をアフリカの 40 ヶ国以上の首脳を招待し

て開催した。ナイジェリア中央銀行、工業銀行と具体的な融資策について協議

中。Benue 州においては、FAO と協働プロジェクトを実施し、種子や苗の適正

な選定については FAO が担当し、栽培方法、適正収穫や価値付加については

UNIDO が担当。Ebonyi 州では、州政府の要請により、5t/日規模の精米所を 4
ヶ所建設。同じく Ebonyi 州にて、籾殻を新しい動力源とすることを州政府に

提案し、籾殻動力プラント建設に州の予算がつき、建設に向けて動き出してい

る。 
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UNDP: 
ボトルネックはバリューチェーンがつながっていないことにあり、バリュー

チェーンに介入するとともにスケールアップを図るべきとの意見。関係機関は

相互補完をしながら包括的に事業を進める必要があるとし、主にバリューチェ

ーン推進のための環境整備に取り組んでいる。 
 
10)  National Centre for Agricultural Mechanization (NCAM) 

1978 年に農業機械化推進を目的に設立。運営資金は連邦農業・水資源省から

予算配分されている。組織としては、①圃場機材局(Farm Power & Machinery 
Dept.: FPM)、②加工・貯蔵技術局(Processing & Storage Engineering Dept.: PSE、③

土地・水技術局(Land & Water Engineering Dept.: LWE)、④アグロインダストリ

ー・普及局(Agro-industry & Extension Dept.: AIDE)、⑤技術・科学サービス局

(Engineering & Scientific Services Dept.: ESS)の 5 部局と、⑥人的資源開発局

(Human Resources Development Dept.)と⑦財務・会計局(Finance & Accounts Dept.)
の 2 支援部局から構成されている。職員として、研究員(Research Engineer)28 名、

科学員(Research Scientist) 9 名、技術者(Technical Staff)20 名、支援職員(Supporting 
Staff)127 名が所属している。 
当センターはキャッサバ用各種機材、乾燥機、スプレーヤー、製粉機、播種

機、脱穀機等 22 種類を開発してきており、機材研修も行っている。国内外から

様々な支援を受けてきており施設は充実しているが、機材を制作する際図面を

作成しておらず、製品の品質や精度は低いものと見受けられる。 
 

11)  アブジャ市内マーケット 
アブジャには環状道路(リングロード)の内外におおよそ 10 ヵ所の市場と 4 ヵ所

のスーパーマーケットがあり、一部につき踏査し、コメの価格について調査を

実施した。 
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アブジャ市内のマーケットおよびスーパーマーケット 

スーパーマーケット 
市場（いちば） 

環状道路の内側 環状道路の外側 

アミーゴ (Amigo) 
エクスクルッシブ (Exclusive) ① 
デューンズ (Dunes)② 
サハド (Sahad)③ 

ウセ (Wuse),  
ガルキトゥー(Garki-II)④ 
 
 

グゥワアルガ(Gwualga) 
マラバ(Maraba） 
ニャニャ(Nyanya) 
エリアワン(Area-I） 
クブワ(Kubwa） 
ドゥセ(Dutse)  
ライフキャンプ(Lifecamp)⑤ 

 
① スーパーマーケット「エクスクルーシブ」におけるコメ販売価格 

銘柄 パーボイル(P) 
非パーボイル(NP) 荷姿 原産 

加工地 小売価格 

キラン (Kiran) バスマティ米 ビニール袋
イギリス（包

装） 
価 格 表 示 な し
20kg 

アンクルベンズ ・ロンググレイ

ン 
(Uncle Ben’s Long Grain) 

 ビニール袋 米国 7,400N/5kg 
1,480N/kg 

ライスジャミール (Rice Jameel) NP（バスマティ） ビニール袋 ドバイ（袋詰） 5,400N/10kg 
540N/kg 

メドレイ・ライス (Medley Rice)  NP（有機バスマテ

ィ） ビニール袋 不明 3,500N/2kg 
1,750N/kg 

ライジングサン (Rising Sun) P ビニール袋 タイ 1,300N/5kg 
260N/kg 

ハビバ (Habiba) NP （香り米） ビニール袋 タイ 価格表示なし 5kg
ガ リ ン シ ン カ フ ァ  (Garin 
Shinkafa) 米粉 ビニール袋 ナイジェリア 500N/0.9kg 

555N/kg 

 
② スーパーマーケット「デューンズ」におけるコメ販売価格 

銘柄 パーボイル(P) 
非パーボイル(NP) 荷姿 原産 

加工地 小売価格 

ライスジャミール 
(Rice Jameel) NP（バスマティ） ビニール袋 ドバイ1（袋詰） 3,080N/5kg 

616N/kg 
ショップライト・エンリッチ

ド・ロンググレイン 
P ビニール袋 米国 3,920N/4.54kg

863N/kg 
ショップライト・エンリッ

チ・ロンググレイン 
NP ビニール袋 米国 3,920N/4.54kg

863N/kg 
マ・リン 
(Ma Ling) P ビニール袋 中国 1,500N/2kg 

750N/kg 

アブ・カス 
(Abu Kass) 不明 麻袋 

不明 
袋はアラビア語ら

しき文字で表記 

1,470N/2kg 
735N/kg 

アンクル・ベンズ・ホールグ

レイン P（玄米） ビニール袋 米国 
(カリフォルニア) 

1,400N/907g 
1,544N/kg 

シップライト・ナチュラル・

ロンググレイン 不明（玄米） ビニール袋 不明 1,500N/907g 
1,654N/kg 

デロニ 
(Deroni) NP（バスマティ） ビニール袋 不明 1,810N/2kg 

905N/kg 

                                            
1 AL-Rehmat International Export 
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キングスター・ジャスミンラ

イス 
(Kingstar) 

NP ビニール袋 タイ 1,680N/5kg 
336N/kg 

バスマティライス NP（バスマティ） ビニール袋 パキスタン 1,300N/2kg 
650N/kg 

ナイジェリントゥフォライス 
Nigerian Tuwo Rice NP ビニール袋 ナイジェリア 320N/kg 

銘柄表示なし NP(バスマティ) ビニール袋 ナイジェリアで再

袋詰 
470N/kg 

 
 

③ スーパーマーケット「サハド」におけるコメ販売価格 

銘柄 パーボイル(P) 
非パーボイル(NP) 荷姿 原産 

加工地 小売価格 

ロイヤルスタリオン・ロンググレ

イン 
(Royal Stallion) 

P 合成繊維 タイ 

3,900N/25kg
158N/kg 
7,200N/50kg
144N/kg 

ママゴールド (Mama Gold) P 合成繊維 タイ 4,100N/25kg
164N/kg 

ママロイヤル (Mama Royal)  P 合成繊維 タイ 4,300N/25kg
172N/kg 

ママアフリカ (Mama Africa)  P 合成繊維 タイ 3,700N/25kg
148N/kg 

ジョイライス (Joy Rice) NP 合成繊維 タイ 7,300N/50kg
146N/kg 

プ レ ミ ア ム ・ カ ッ プ ラ イ ス 
(Premium Cap Rice) P 合成繊維

ナイジェリア2 
（加工と包装） 

4,100N/25kg
164N/kg 

 
④ 市場「ガルキトゥー」におけるコメ販売価格 

銘柄 パーボイル(P) 
非パーボイル(NP) 荷姿 原産 

加工地
小売価格 備考 

ママアフリカ  (Mama 
Africa)  P 合成繊維 タイ 250N/kg 

卸価格: 7,000N/50kg 
高値：300N/kg (3-4 月)
低値：250N/kg (1-8 月)

 
⑤ 市場「ライフキャンプ」におけるコメ販売価格 

銘柄 
パーボイル(P) 
非パーボイル

(NP) 
荷姿 原産 

加工地
小売価格 備考 

ライジングサン 
(Rising Sun) P 合成繊維 タイ 

270 N/kg 
7,500 
N/50kg 

 
 

ママゴールド 
(Mama Gold) P 合成繊維 タイ 300 N/kg 

8,300/50kg  

ゴーライス 
(Gorice) NP 合成繊維

ベトナ

ム 

270 N/kg 
7,500 
N/50kg 

高値：7,500N/50kg (8-12 月)
低値：7,200N/50kg (1-7 月)

アメリカン・プレミア

ム・ロンググレイン 
P 合成繊維 米国 3,800N/25kg  

ママアフリカ 
(Mama Africa)  P 合成繊維 タイ 250N/kg 

7,400N/50kg
高値：7,400N/50kg (8-12 月)
低値：7,200N/50kg (1-7 月)

                                            
2 Popular Foods Ltd. (Lagos) 
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ロイヤルスタリオ

ン・ロンググレイン 
(Royal Stallion) 

P 合成繊維 タイ 4,000N/25kg
7,300N/50kg  

 
12)  Nasarawa 州 Lafia 市内マーケット 

Lafia 中心部に位置する Lafia Market においてコメの価格を調査した。コメを

小売りする際、Mudu と呼ばれるボウルやミルク缶にて量を計測して売られてい

る。Mudu 一杯の重量が約 1.4kg、ミルク缶が約 150g となっている。 
 

Lafia Market におけるコメ小売価格 

銘柄・原産 
パーボイル(P) 
非パーボイル

(NP) 

Mudu(ミルク缶)あ
たりの小売価格 

(N) 

キロ換算 
の小売価格 

(N) 

卸価格 
(N/50kg) 

キロ換算

の 
卸価格
N/kg) 

国産米 
（プラテゥ州） 

P 150 107 10,000 
（精米業者から） 200 

国産米 
（プラテゥ州） 

NP 180 128 10,000 
（精米業者から） 200 

国産米 P 150 107 10,000 200 
国産米 NP 200 142 8,500 170 

輸入米(タイ) 
Peacock P 240 171 7,200 144 

輸入米(タイ) 
Peacock P    40    266   

 
13)  RIFAN Nasarawa 

Nasarawa 州内全ての農民、加工業者、販売業者が RIFAN の組合員であり、プ

ロジェクトサイト候補であるRice Millers and Dealers AssociationはRIFANのメン

バーが別に組合組織を構成して活動しているものとの位置付け。RIFAN が把握

している範囲では、生産者 1,700 名、60 名の精米機所持者と 250 機の精米機が

州内で稼働しているとのこと。 
コメの主な域内における流通形態は、農民がモミを市場に持ち込み販売→①

流通業者がパーボイル、賃搗きで精米し市場に持ち込む、若しくは②精米業者

が農民からモミを買い、パーボイル・精米し、流通業者または直接市場で販売

する、更には③農民自身がパーボイルし賃搗き、市場に持ち込むという 3 パタ

ーンの経路がある。Nasarawa で生産されているコメは 50 種類以上あるとされ、

主な品種は、Faro44、Faro52、Faro29、Faro8、Faro20、Faro11(いずれも長粒種)、
NERICA1、NERICA2(単粒種)、と中粒種の Faro15 となっており、90～98%がパ

ーボイル処理される。 
農家は平均して 3～4ha の耕作面積を所有しており、コメの消費が拡大してい

ることから農家の作付規模も拡大している傾向がある。しかしながら、作付面

積の拡大に伴い耕うんや収穫作業等の作業量が増し、雇用する労働者の人件費
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も高いことから機械化への移行が喫緊の課題となっている。また、投入資機材

を農家が購入する際の借り入れ条件が悪く、資金へのアクセスが問題となって

いる。商業銀行の貸付利息は年間 20～30％と高く、政府は 8～9％の利息で融資

してはいるが協同組合とクラスターへの貸し付けに限られている。個人農家に

対しては、返済率が悪いことを理由に貸付を行っていない。 
精米業者は、精米技術、施設・機械が近代的でないことから品質の面で輸入

米に対抗できないという問題を抱えている。また、電力の供給が不安定である

ことから安定した精米の市場への供給が困難であるとの問題も抱えている。パ

ーボイル加工に関しても、技術・施設は旧態依然としており、加工過程で必要

となる水も川からくみ上げた汚い水を使用していることから品質を落とす要因

となっている。 
流通に関しては輸送が大きな問題となっている。公共交通機関の輸送費は高

く、コスト増につながり、道路の舗装状態も悪い。地方への輸送の際、雨季等

には道路の水はけが悪いことから通行が遮断されることもある。 
 
14)  Benue 州 Makurdi 市内精米業者とマーケット 
市内に位置する Wurku Market は、賃搗きの精米所集積地となっており、主に

女性商人を中心にコメが流通している。パーボイル加工施設も近接しており、

女性商人は農家よりモミを 100kg あたり 11,000 ナイラで購入し自らパーボイル

加工を施す。これを精米業者に持ち込み賃搗きしてもらい、マーケットにおい

て消費者や別の商人に 100kg あたり 15,000 ナイラで販売している。精米業者は

主にエンゲルバーグ式の精米機を使用し、賃搗き料は通常 100 ㎏のモミで 400
ナイラ、停電時で発電機を稼働させている際は 600 ナイラと価格が上昇する。

搗精回数は概ね 2 回、持ち込まれるモミはほぼパーボイル加工されている。 
Benue 川沿いの船の接岸地に近接する Wadata Market においてコメの販売価格

について調査した。パーボイルド米のみの取り扱いで、価格は以下の通りとな

っていた。 
 

Wadata Market におけるコメ小売価格 
パーボイルド米 小売価格 卸価格 

古米 

 

Mudu あたり 200N   

キロあたり 140N 

国内産米で Wadata Rice Mill でテ

ィン
3
あたり 3,000N。 

新米（2009 年産） 同上 同上 

スタリオン（タイ） Mudu あたり 250N  パーボイルド玄米をラゴスの業者

                                            
3 コメの容積を測る洗面器大のタライ。正確なコメの重量については未測定 

－ 74 －



キロあたり 178N が輸入精米し販売していた。その

時の購入価格は、7,500N/50kg。キ

ロあたり 150N なので、儲けはキ

ロあたり 28N。 

 
 

15)  Niger 州 Minna 市内マーケット 
市内にある、Gwari Market と Kuro Ultra Modern Market and Park においてコメ

の販売の様子、価格等について調査。当地は、パーボイルド米よりも価格の高

い非パーボイルド米を好む土地であると判明。非パーボイルド米の料理方法は、

他の穀物の製粉やヤムイモと同じように粉をお湯で練り上げたり杵で搗いたり

してソフトボール大の団子にするトゥオ(Tuwo)が一般的とのこと。 
Gwari Market では、小売が施設(倉庫)を使って販売する際、年間 20,000 ナイラ

の借用料を当局に支払うことになっている。小売業者は女性、男性、青年等様々

となっている。国内産のパーボイルド米は主にタライに入れて路上で販売され

ており、倉庫等はない。 
 

Gwari Market でのコメの小売価格 

銘柄 パーボイル(P) 
非パーボイル(NP) 荷姿 原産 

加工地 小売価格 備考 

Royal Stallion P 合成繊維 タイ 280N/mudu
200N/kg 卸価格：7,000N/50kg 

Lune D’africa NP 合成繊維 不明 

320N/mudu
229N/kg 

35N/milk can
233N/kg 

卸価格：8,000N/50kg 

Royal Stallion P 合成繊維 タイ 280N/mudu
200N/kg 卸価格 7,100N/50kg 

不明 NP 合成繊維 不明 280N/mudu
200N/kg 卸価格：7,100N/50kg 

SIAMESE P 合成繊維 タイ 280N/mudu
200N/kg  

Caprice P 合成繊維 不明 300N/mudu
214N/kg  

注：下線の価格はキロ換算にしたときの価格。 

 
Kuro Ultra Modern Market and Park は今年オープンし、ブロックで建設された

小売用の区画が割り与えられている。未だに建設途中の区画もあり、今後業者

が増えていく様子。区画は、購入する業者と借り入れる業者の二通りがある。 
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Kuro Ultra Modern Market and Park でのコメの小売価格 

銘柄 
パーボイル(P) 
非パーボイル

(NP) 
荷姿 原産 

加工地 小売価格 備考 

Arewa 
(品種名) P タライ 国内 N200/mudu

N143/kg 卸し価格：N180-190/mudu

Mama Africa P 合成繊維 タイ 
N280/mudu

N200/kg 
N7,200/50kg

卸し価格：N6,800/50kg 

Royal Stallion P 合成繊維 タイ 
N280/mudu

N200/kg 
N7,100/50kg

卸し価格：N6,900/50kg 

SULTANA NP 合成繊維 タイ 
N300/mudu

N214/kg 
N3,800/25kg

卸し価格：N3,600/25kg 
N6,900/50kg 

Mama pride P 合成繊維 国内産 N280/mudu
N200/kg  

なし P タライ 国内産 N200/mudu
N143/kg 

販売人は女性。自分で籾を

パーボイル加工する。 

Lune 
D’afrique NP 合成繊維 不明 

N300/mudu
N214/kg 

N7,800/50kg
 

Royal Stallion P 合成繊維 タイ  卸業者 
卸し価格：N7,200/kg 

 
16)  ファリンチキリ精米業者組合(Niger 州) 
組合の会員数名より聞き取りを実施。組合の設立は 2000 年。組合費に設定し

た金額はなく、寄付金によって賄われている。主に 10 年以上経過しているエン

ゲルバーグ式精米機を使用。賃搗き料金はモミ 50kg に対して 100～130 ナイラ。

コメ以外にもメイズやギニアコーンも製粉し、価格は100kgあたり250 ナイラ。

業者の抱える主な問題点は、停電が多く機材の稼働が制限される、籾に石が混

じっており、精米してもそれを取り除く手段がない、資金がないことから自ら

籾を買い付け、精米し、販売することが出来ないといったことを挙げた。 
 
17)  Hanigha Nigeria Ltd. (Kaduna 州) 
数十年前より事業を展開している農業機械の民間製造販売店。収穫後処理機材、

パーボイル機材を近隣の州に提供している。中国製の製品も輸入・販売してお

り、部品の輸入は独自に行っているとのこと。 
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Hanigha Nigeria Ltd. にて扱う機材リスト 

4-row

DSCU2785 Thailand Kubota/Joshua Ishola
pedal type

1 t/hr - Nigeria Hanigha 320,000
manual straw-handed J10BC Nigeria 850,000
200kg/batch
1 ton/batch Nigeria Hanigha 450,000

J10AB Nigeria 450,000
plastic-cover, local

flow type, heating type Nigeria Hanigha 1,400,000
0.4t/hr 450,000
rubber-roll, one pass
600kg, rubber-roll type China Hanigha 470,000
non-rubber, one pass N110 China 1,200,000

300kg/hr Nigeria Hanigha 320,000

300kg/hr South Koria Hanigha 450,000
2-3 ton/hr TQSC56 China 750,000

8 Winnowers manual type

remove broken rice
400kg/hr Nigeria Hanigha 220,000

10 Packing machine tank capa, 1 ton
11 Sawing machine
12 Weighing scale 100kg
13 Moisture meter

ModelSpecif icaitonDescriptionNo.
Contry of

Origin
Name of Maker/

Distributer
Unit Price

(NGN)

1 Reaper

2 Thresher

5 Rice mills

3 Parboil equipment

4 Solar dryers

Grader9

Paddy cleaner6

Destoner7

 
 
18)  Oma-Jesu Nigeria Limited (Kaduna 州) 

主要道路に沿って 2、3 軒の販売所・製造所を所有する民間農業機械製造・販

売店。主に中国、インド、タイの製品を輸入・販売しているが、日本のクボタ

製のリーパーも取り扱う。中国製大型の発電機も販売。 
 
19)  Dae Sung Machinery & Construction Co. Ltd. (アブジャ) 

20 数年前から事業を行っている農業機械の製造販売・木材店。プロジェクト

の機材として収穫後処理機材、パーボイル機材を提供できる。製品提供した際

は、運転・維持管理の指導も行っている。機材の殆どは韓国製。 
 
20)  モクワラ・タイマコ精米業者組合(Niger 州) 

Bida の精米業者で構成する組合であり、Bida においては政府に組合として認

可されている唯一の組織。2006 年に設立され、当初 100 名だった組合員が現在

では 300 名にまで増えている。組合員の構成は、220 名の小規模精米業者と 80
名の女性コメ小売商人であり、年齢層は 18～45 歳。会費は、登録料 5,000 ナイ

ラと毎月納める 2,000 ナイラ。主に組合員の相互扶助、資金の融資、医療支援を

目的に設立され、組合が会員に対してローンを提供したり(利息なし)、作業中事

故に遭った会員について医療費を負担したりすることがある。月に一度定期会
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合を開き、最近議題に上がった、電圧が下がり精米事業に悪影響を及ぼしてい

る点については、組合の資金で変圧器を購入し対処したとのこと。 
精米されるコメの品種は Ebangichi と呼ばれる、伝統的なトゥオやジョロフラ

イス用として重宝されている長粒種となっている。流通される殆どがパーボイ

ルド米であり、輸入米との競合については、国産米の方が安価であるので消費

者は国産米を購入する傾向にある。精米の際、業者は通常 4、5 回搗き、電気の

供給が継続しているときはオペレーターを交代しつつ 24 時間フル稼働すること

もあるとのこと。 
組合員である女性の多くは、農家からモミを購入し、自らパーボイル処理を

施し、組合員の精米業者に賃搗き料を支払い精米し、精白米を周辺で売ってい

る。また、精米業者も農家からモミを購入し貯蔵し、モミの流通量が少なくな

る雨季の頃にモミを女性商人に売り、それを上記同様パーボイル加工・精米し

て販売する形にもよって商売を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

農家 女性商人 
3,500N/籾 75kg

自宅でパーボイル加工 

（ドラム缶など使用）

精米業者 

賃搗料 

200N/籾 75kg 

消費者

精米業者と小売の集積地 

（20 名ほどの組合員のクラスター） 

3,500N/籾 75kg

貯蔵後、雨期に販売

4,400N/籾 75kg
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【第 2 次調査】 
1) National Food Reserve Agency: NFRA(10 月 5 日) 
 ・供与機材の規模について 

第 1 次調査の結果では、小規模精米業者・生産者を対象に、ラバーロール式

小規模精米機(500kg/hr)を研修機材として 4 セット導入するとしていたが、

NFRA 側からは小規模 2 セットと中規模生産者も対象として、中規模精米機

(2t/hr) 2 セットの導入を改めて要請。受益者を青年グループとし、プロジェク

ト対象者以外にも政府の PPP(Public Private Partnership) プログラムによって農

業銀行等から低利率による資金提供を実施し、研修機材同様の機材の購入を可

能とする環境を整え、本プロジェクトのモデルを全国に展開することにより、

青年の雇用促進につなげたいとしている。PPP プログラムでは資金提供を受け

るのに担保を必要とせず、ローンの額にもよるが返済期間を 20 年間としてい

る。「ナ｣国全体における中規模精米業者の占める割合ははっきりしていないが、

NFRA は全体の 20％程度と見積もっている。小規模機材と中規模機材の精米

キャパシティを比較すると 4 倍程度であるのに対し、機材の価格は 10 倍以上

となっており、精米品質は同等であることから中規模 1 基を導入するよりも小

規模を 4 基導入する方が事業採算上有利であることを指摘したところ、NFRA
は妥協案として小規模 2 セットに加え、要請 2 セットの中規模を 1 セットにす

ることを提案。調査団からはあくまでも小規模で対応することを主張した。 
 

 ・モミ買い上げプログラム 
政府はモミの安定供給を目的に全国にサイロ、倉庫を増設し農家からモミを

買い上げるプログラムの実施を検討している。現在、2 万 5 千トン規模のサイ

ロが全国に 11 ヶ所あり、併設する倉庫と併せて約 30 万トンのモミの備蓄が可

能となっているが、本プログラムにより 20 ヶ所まで増設し、新設倉庫と合わ

せて備蓄規模を 100 万トンまで増やす予定。本プログラムは銀行との共同プロ

グラムであり、生産農家は銀行に口座を新設する。サイロに備蓄されるモミは

夾雑物の有無や水分含量等によって査定され、その質によって生産したモミの

価格が決まり、口座に査定額が振り込まれる。農家としてはモミの販売先が確

保されるので、増産が可能な農家は栽培面積を拡げ、生産量を上げることがで

きるようになる。増産のための農業投入財の支援は政府からは実施しない。品

質を確保するために特定の品種(FARO44、54)以外は買い取らない。 
 

 ・負担事項 
NFRA、プロジェクト対象地であるナサラワ州政府は C/P 人員を提供する。

NFRA 長官をプロジェクト責任者(Project Director)、NFRA 農産加工・マーケテ
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ィング局長をプロジェクト管理者(Project Manager)とすることを確認。また、

NFRA 国際協力局からもプロジェクトのモニタリングのために人員を 1 名提

供してもらう。州政府 ADP より State Coordinator を任命してもらい、機材・

機械化局からプロジェクトのコンポーネントである生産者に対する農業投入

財の提供をしてもらう。また州政府には協同組合を管轄する部署もあるので、

協同組合の情報を提供してもらうこととする。更に州政府は機材設置(研修)場
所を提供する。 

 
2) Nasarawa 州農業・天然資源省（本省は農業･農村開発省に改称済み） 
Nasarawa 州農業・天然資源省 Commissioner、Permanent Secretary 及び NFRA、

Nasarawa 州 ADP との協議。  
 
・Nasarawa 州農業支援プログラム 
Nasarawa 州は、これまでの自給的農業から機械化等による農業生産物の商品価

値を高めた持続的商業農業への移行を州の農業支援戦略の方針としている。雇

用の創出や農家のエンパワーメントを目的に、州では、 2009 年より

BADAKOSHI(ハウサー語：Full Stomach の意)という農民支援プログラムを実施

している。これまでにトラクタや精米機導入の支援を実施している。また、当

プログラムによる支援の一例として、キャッサバ加工があり、回転資金の運用

により、加工施設は 6 年間(プログラムの対象となってからは 3 年間)で 11 ヶ所

に増えている。当初は 2 年間のプログラムだったが、成果が上がっていること

から 5 年間に延長されている。 
本プロジェクトモデルをパイロット地域以外で展開する際、新機材の導入にこ

のプログラムを利用することが考えられるが、キャッサバの場合 1 ヶ所につき

60 万～70 万ナイラの資金投入であったのに対し、当モデルの機材費は 1 ヶ所に

つき約 500 万ナイラであり、運用が可能であるかは不明（農業機械補助金が 40％
あるため、その残りを受益者負担と合わせれば可能としている）。 
 

 ・負担事項 
Nasarawa 州に State Coordinator を任命してもらうことで合意。コメ品質の向上

には、生産品種を統一することが前提条件となるが、品種を限定した保証種子

を州政府から農家に対して提供する点でも合意を得た。また、供与機材の設置

場所(研修場所)の土地の提供及び建屋の建設についても州政府が負担すること

となった。建屋の設計は、機材の規模や種類によって決定されるため、プロジ

ェクトが開始され、市場調査等により供与機材が確定してから建設に取り掛か

るとしている。そのための予算は補正予算等によってカバーされる旨(州の次年
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度予算請求は 12 月)州 Commissioner が保証。 
  

 ・プロジェクトサイト及び受益対象者 
プロジェクトの基本構想では供与機材の設置場所(研修場所)については既存の

精米協会の建屋を利用することとしていたが、モミ集荷の利便性や展示効果、

衛生面に配慮して、NFRA は Lafia におけるサイロ建設予定地に併設する形で機

材設置建屋を新設することを提案。裨益対象者に関しても既存の精米協会員で

はなく、農業大学や専門学校を卒業した青年グループを新たに組合登録させて、

プロジェクトで訓練を施す形を希望している。NFRA は青年グループをプロジェ

クトの受益者とする妥当性に関して、将来を担う若者が研修を受講することに

より持続性が確保され、若者の将来的な雇用確保につながることとしている。

プロジェクトモデルのその後の展開を考えると、サイトを新設することは汎用

性の点で問題があること、また、受益者も経験のない青年グループとすること

は経営等の面で無からのスタートとなり管理上困難であることから、この二点

につき、後日の協議に持ち越すこととなった。 
 

 ・コメ品質の標準 
プロジェクトの目的は高品質米を流通させることとしているが、現在コメ品質

の基準が国内では明確化されておらず、何をもって高品質米とするかプロジェ

クトが実施する市場調査等から標準化させる。Nasarawa 州ではヤムをイギリス

に輸出しており、その品質基準は EU のスタンダードに沿ったものとしているこ

とから、コメでも品質の基準を提示すれば、生産者(農家、精米業者)はそれに沿

った形で高品質米を市場に提供すると州政府は見ている。標準化されたコメは、

NFRA 若しくはナイジェリアスタンダードとして販売することとしている。また、

パーボイル加工も品質に大きく影響するが、供与するパーボイル機材に関して

は未だ明確になっていないため、検討課題になっている。 
 

3) Nasarawa 州 Agricultural Development Programme (NADP) 
ADP、NFRA と協議。 

 
・中規模精米プラント導入の妥当性 
先方が供与機材として導入を希望している中規模精米プラントの妥当性につ

いて、1)モミの確保(約 5 千トン/Yr)については、Lafia 周辺(70km 圏内)は州内で

も中心的なコメの生産地であり問題はないこと、2)小規模精米業者を圧迫しない

かについては、小規模精米業者は Lafia 周辺に集積し、毎日精米加工を行ってい

ることから、中規模精米機材が 1 基入ったところで小規模精米業者を圧迫する
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心配はないとの見解を得た。また、精米品質に関しても、プロジェクトで導入

を予定している小規模精米機一式と中規模とでは大差のないこと、処理量は 1/4
ではあるが、価格は 10 倍以上の開きがあり、経済的採算を取ることが難しい旨

説明したところ、「ナ」国で大部分を占める小規模精米業者に対して将来的に小

規模精米からの脱却を図るためにも中規模における精米を提示する必要がある

こと、政府が支援を進めている大規模精米所が増加することにより、小規模業

者は太刀打ちできなくなり、精米ビジネスから締め出されかねないとの見解か

ら中規模導入に拘る姿勢を見せていた。だが、最終的には ADP 側が小規模案に

同意し、今後の協議は小規模導入の方向で進めることとなった。 
 

 ・受益対象者 
プロジェクトでは機材 4 セットを供与する予定としており、そのうち 2 セッ

トを精米協会に、1 セットずつを精米協会に所属する個人 2 名に供与する案を提

案したところ、機材の個人への供与を先方が嫌い、2 セットずつを 2 つの精米協

会に対して供与する形で合意を得た。対象となる精米協会選定の判断基準とし

て、全国にネットワークを持つ稲作農民協会(RIFAN: Rice Farmers’ Association of 
Nigeria)から過去の協会としての活動、クレジット返済履歴、経験等を基に選定

することやモミの定期的な供給を受けられる地域の精米協会とした。 
 

 ・生産者に対する補助金 
コメの品質向上のためにはモミの品質が担保される必要があり、プロジェク

トでは先方の負担で生産者に対する農業投入財の支援を要請している。プロジ

ェクトの対象となる農家がアクセスできる政府からの補助として、以下の補助

金を確認した。トラクタ購入の40％(連邦政府)、肥料購入の60％(連邦政府30％、

州政府 30％)、種子購入の 50％(連邦政府)。 
 

 ・State Coordinator 
州政府が配置することになっている State Coordinator について、過去にコメ関

連プロジェクトに携わった経験があり、コメの基礎知識が備わっている、意思

決定能力がある、といった条件について話し合われたが、ADP のプログラムマ

ネージャーが適任であると判断され、NFRA より、任命権者である州政府に対し

て推薦してもらうこととした。 
 

4) Joint Association of Rice Millers and Loaders, Assakio (Assakio 精米協会) 
プロジェクト対象の候補地である、Lafia から 40km ほどの距離にある Assakio
精米協会を NFRA、ADP と共に視察。 
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  ・協会の構成 
協会登録人数：63 名（支部会員を除く） 
所有精米機数：ディーゼル稼動エンゲルバーグ式 30 基(うち稼動 20 基) 
モミ生産面積：会員の農地 180ha～200ha (3ha～6ha/農家)、他地区農民からモミ

を購入 
精米規模：9,000t/Yr (全てパーボイル処理) 
 

    ・運営 
毎週月曜日に仲買人がLagosやPort Harcourtといった州外からトラックで買い

付けに来ている。30t トラックで収穫期には 10 台ほど、農閑期には 3 台分ほど

を毎週販売。パーボイル加工は毎日行われているが、精米は毎週土曜日と日曜

日のみ。協会員によると現段階でも利益は出ているが、パーボイル加工、精米

後の石の混入が大きな問題であるとのこと。精米機は全て 20 年以上経過してお

り老朽化が激しい。GTZ より乾燥用のコンクリートスラブの支援があり、また、

農業銀行より 70 万ナイラを借り受け、生産農家に農業投入財費として配布。借

受金額は既に回収し、返済済み。 
 
5) Rice Millers and Dealers Association, Lafia (Lafia 精米協会) 
昨年の協力準備調査、先般の 1 次調査でもプロジェクトの対象候補地として視

察している。NFRA から、NFRA が提案する、プロジェクトサイトは既存施設で

はなく、受益者はサイロ建設予定地に移動する必要がある旨協会側に説明した

ところ、協会側はその案を拒否。協会の運営する既存施設を利用することを希

望した。話し合いの結果、協会の施設は全て協会員の個人所有であることから、

協会の敷地内に州政府が研修用に建屋を建設し、協会側はプロジェクト用に新

たにグループを形成、組合登録しプロジェクト受益者としての条件を担保、機

材は協会が管理することで合意。利益のグループ内における配分方法等につい

ては、プロジェクト開始後に決定するとした。 
 

6) Nasarawa 州 Agricultural Development Programme (NADP) 
Assakio 精米協会、Lafia 精米協会視察の結果を ADP プログラムマネージャーに

報告。 
 
・Lafia 精米協会 
視察した Assakio 精米協会、Lafia 精米協会をプロジェクトの対象グループとし

て話を進めることとするが、Lafia 精米協会は NFRA 提案のサイロ建設予定地へ

の移動を拒否しており、サイトの土地は両協会の敷地から提供され、機材を搬
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入する建屋は州政府が建設することを確認した。また、Lafia 精米協会は州政府

に対して搬送道路の補修を要請していたが、これはプロジェクト実施の前提条

件ではない旨も ADP 側と確認した。 
 

 ・プロジェクトモデルの汎用 
プロジェクトによって供与される機材は、対象グループによって管理・運営さ

れていくが、機材を使った研修は対象グループ以外の精米協会員全てにもオー

プンとし、この新しいモデルの成功例をプロジェクトによって示すことにより、

研修に参加した協会員が、プロジェクトの終了後に、(プロジェクトで導入した)
新機材を個々で導入する環境を醸成するようにし、州政府としてはその際の補

助を実施するようにする。 
 

7)  National Food Reserve Agency (NFRA) (10 月 8 日) 
ADP との協議、2 ヶ所の精米協会の視察に立ち会わなかった、本プロジェクト

のプロジェクト管理者任命を予定している Adewuyi 氏(NFRA 農産加工・マーケ

ティング局長)に対して、中規模精米プラントは導入せず小規模に機材を限定す

ること、精米協会の理解を得られずプロジェクトサイトは協会の敷地を利用す

ることについて ADP と合意を得た旨説明したところ、Adewuyi 氏は NFRA から

提示した中規模・サイト新設案に戻すべきだとの発言があり、協議は振り出し

に戻ることになった。 
 

8) DFID (PrOpCom) 
パーボイル加工への支援を実施中の、DFID の PrOpCom プロジェクトのプロジ

ェクト事務所を訪問し、情報共有を行った。 
 

・主な活動について 
RIFAN とは異なる国内のコメに係るネットワークの形成を通じて政府・民間セ

クターに対する、コメ支援方針に係る活動(パーボイル、農業資機材開発、マー

ケット開発)を実施している。ネットワークのメンバーは、精米業者、コメ商人、

NFRA、国際ドナー等であり、民間セクターの Nigeria Economic Summit Group の

Agriculture and Food Security Commission がネットワークの事務局を務めている。 
 

 ・パーボイルに係る活動 
｢ナ｣国では、流通する 70％以上のコメがパーボイル加工されており、国産米の

品質の悪さは不適切なパーボイル加工に起因するため、パーボイル加工の適正

処理の支援を実施することによりある程度国産米の質の向上を図ることができ
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る。パーボイル加工のメインアクターは女性であり、女性のパーボイル加工に

より得る収入は低く(50 ナイラ/75kg)、貧困削減を目的とする本プロジェクトの

活動では、｢ナ｣国社会の中でも最も貧困の度合いが高い女性をターゲットにし

ている。実際の活動として、パーボイル機材を改良し、作業効率、パーボイル

品質を高めたが、取引業者が取引価格を上げることを拒んだため、プロジェク

トで女性グループがローンを組めるようにし、女性たちでモミを買い上げ、パ

ーボイル加工後販売できるようにした。また、社会的・宗教的背景から、プロ

ジェクト実施地域では、既婚女性(未亡人、60 歳以上を除く)は家から外に出てマ

ーケットに行くこと等は禁じられていたため、既存の組合に働きかけ、女性た

ちの代わりに取引をしてもらうように取り計らった。 
本活動の第 1 フェーズは終了し、これから第 2 フェーズに移行する段階にある

が、第 2 フェーズでは基本的に第 1 フェーズでの活動を拡げる形で実施される。 
 

 ・機材の供与について 
以前プロジェクトで 5 基の精米機を供与したことがあったが、運用されなかっ

た経験がある。その理由は、機材を精米協会に供与し、所有者も協会員の共同

所有という形にしたため、機材に対する責任の所在が曖昧になり、結局誰も責

任を持って管理をしなくなったことによる。供与先を特定の個人にした場合は

運用がしっかりされている。基本的に供与先に支払い義務が生じない政府やド

ナーからの供与であると持続性は担保されないので、民間主導または支払い義

務を課す必要がある。 
 

 ・マーケティングへの取り組み 
小規模精米業者に石抜き機を導入させるために、購入資金の 50％を銀行からの

ローン、10％をプロジェクト、残りの 40％を精米業者に負担させ、銀行ローン

を期日までに支払えば、借受ローンのうち 30％をプロジェクトが業者にグラン

トとして支払う活動に着手したことがあった。しかし、どの業者も期日内に返

済額を積み上げられなかった。小規模精米業者は先祖代々家族経営を営んでお

り、新たなビジネスの運営の仕方が分からないという問題を抱えており、銀行

ローンに対しても借り受けることにとても消極的である。そこでプロジェクト

は小規模精米業者を対象とすることをあきらめ、中規模精米業者に対しての支

援を実施することとした。中規模精米業者はある程度機材を揃えており、リソ

ースを投入する必要がなく、活動として取り組んだのはマーケットの改善・開

拓であり、活動を通して得られた教訓は、マーケットを開拓し、消費者ニーズ

に即した高品質のコメを提供することによって需要を伸ばせば、農家も利益を

求めて生産量も増加するとのこと。 
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・留意点 
コメの品質を向上させ、価格を上げ、コメバリューチェーンに係るアクターに

利益をもたらすモデルを構築するのはとても困難であり、大きな問題となるの

はモミの確保である。大規模精米業者でもモミの確保には苦労しており、モミ

の生産量が増加するようにしなければならない。また、質を向上させる新しい

機材を導入するための投資を促すには、加工キャパシティも拡げる必要がある。

地域によっては 1 日の労働時間が 3 時間というところもあり、それでもそれな

りの利益を得ている場合、もっと働くように働きかけるのは難しく、社会的な

構造をも変化させることになるので、ある程度状況を多面的に見ることが必要

になってくる。 
 
9) USAID 
USAID の事務所を訪問し、JICA のプロジェクトの概要を説明すると同時に、

意見交換を行った。 
 
・USAID のコメに係る活動 
国内 5 州にてコメに係る活動を実施している。主に生産面に係る活動が主であ

るが、年間加工量 3～5 万トン規模の商業精米業者(Benue 州、Kano 州)に対して

コメ加工研修等の支援を実施しており、Kebi 州でもこれから取り組む予定。

Ebonyi 州ではパーボイル加工に係る活動を実施しており、マーケット調査に関

しては全国で展開している。マーケット調査の結果、｢ナ｣国では 2 種類のコメ

を扱う業者が存在し、1 つは低品質の国産米を 2 千から 3 千ナイラ/50kg で販売

し、主にコメの質より低価格に拘る消費者を対象とし、もう一方は、8 千～1 万

ナイラ/50kg の輸入米を取り扱い、価格よりも質に重点を置く消費者をターゲッ

トとしたもの。低品質のコメも石抜き機を導入すれば質の向上が図られ、販売

価格を上げることができるが、問題は低価格でコメを購入している消費者が、

価格上昇した場合に国産の高品質米を受け入れるかどうかということ。高品質

の国産米が市場にて受け入れられ、もっと取引されるようになれば、輸入米に

代替させることができると USAID は考えている。 
 

 ・小規模精米業者に対する支援 
｢ナ｣国には 2 種類の小規模精米業者が存在し、1 つは伝統的な、古い機材を使

った賃搗き精米業者であり、このような形態の業者は機材の更新等の新しい投

資は行わない。他方、市場を意識し、ブランド化等に取り組む、新しいタイプ

の小規模精米業者も出現しつつある。このような業者は新規の投資に意欲的で

あるが資本へのアクセスの問題を抱えており、需要と供給の見地から彼らへの
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支援は有効的であると考えられる。だが、質の面では、大規模で先進技術を使

う輸入米と競合するのは難しく、国内の精米業者に輸入米と同等の品質を求め

るとコストがかさんでしまい、採算が取れなくなる恐れがある。 
 

 ・パーボイル加工支援 
USAID は Commercial Innovation Fund にて新技術開発支援を実施しており、そ

の中で、新式のパーボイラー開発への支援を実施している。従来のものより加

工容量が大きく、熱伝導も均一で、燃料と水も節約できるもので、これまでに

10 基製造されている。調査団より、パーボイル加工が国産米の品質確保で大き

な問題となる見解を述べたところ、後日このパーボイラーの開発者である、Tony
氏を紹介してもらうこととなった(本人が国外へ出張中であり、面会の場は調査

中に設けられず)。 
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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 23 年 3 月 14 日 

担当部・課：農村開発部・乾燥畑作地帯課 

１．案件名  

国 名：ナイジェリア連邦共和国 

案件名：コメ収穫後処理技術・マーケティング能力強化プロジェクト 

Rice Post-Harvest and Marketing Pilot Project in Nasarawa and Niger States 

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

 このプロジェクトは、ナイジェリア連邦共和国のナサラワ州ラフィアとナイジャ州ビダを対

象に、国産米の収穫後処理・流通の大半を担うコメ生産農家（農民グループ、農協等含む）、小

規模事業者、及び農業行政を担う連邦・州政府職員のコメ収穫後処理技術とマーケティングに

関する能力の強化を図ることにより、国産米の品質を向上し、収穫後損失率を低下させること

を目標とする。プロジェクトではこの目標達成のため、①高品質国産米1の流通を促進するため

の方策の特定、②国産米の品質基準の改善、③州政府農業開発プログラム職員のマーケティン

グ、収穫後処理技術に係る研修実施能力の強化、④小規模精米業者、パーボイル加工業者、及

びコメ生産農家の収穫後処理・経営能力強化を行う。 

（２） 協力期間 

2011 年 7 月～2015 年 7 月（48 ヶ月） 

（３） 協力総額（日本側） 

 4.0 億円 

（４） 協力相手先機関 

 連邦農業農村開発省（FMARD）、国家食料保全庁（NFRA） 

（５） 国内協力機関 

 農林水産省 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

 NFRA 職員、州農業開発プログラム（ADP）職員、ラフィア及びビダのコメ生産農家、パーボイ

ル加工業者、小規模精米業者 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

ナイジェリアでは、人口の約 65％が農業関係の仕事で生計を立てている。農業は GDP の約 4

割を占める。ナイジェリア経済は近年、7％台の成長が続いているが、依然として国民の約 3分

の 2、9000 万人以上が貧困層に区分され、その多くは農村部に暮らしている。 

最近の人口増加と都市化に伴う食生活の変化により、コメの需要が増加している。その一方、

コメの年間消費量約 500 万トンに対し、国内生産は 300 万トン前後と見られている。今後 5 年

間は、年間 150～200 万トンのコメを輸入し続ける必要があるという報告もある。このため、ナ

                                                  
1 本案件における高品質化とは、適切な収穫後処理の実施によって期待出来る、異物混入率の低下、適切な水分

含有率の調整、消費者趣向に合ったパーボイル加工、砕米率の低下等の効果を指す。 
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イジェリア政府は昨今の世界的な穀物価格高騰の経験と食料安全保障の観点もふまえて、コメ

の自給率向上を重要課題に位置づけている。 

ナイジェリアはコメ生産量がアフリカで最も多い国であるが、コメ生産農家、コメ加工業者

ともに収穫後処理に関する認識や技術が不十分であり、不適切な乾燥と精米のため砕米率が高

く、また収穫・乾燥時に混入した小石が精米過程で除去できないなど、国産米の品質は概して

低い。このため、国産米の価格は安く、コメ生産拡大への意欲を低下させ、また収穫後損失率

は 15～20％に達し、生産・加工に携わる農民や農村部住民の所得向上の妨げになっている。精

米処理技術の改善、処理能力の向上、消費者の嗜好にあったコメの製品化、国産米ブランド作

りなどを通じて輸入米に対する競争力を強化することは、コメの国内生産拡大を促し、自給率

向上と食料安全保障、及び稲作農家などの生計向上を通じた貧困削減に資するものである。 

ナイジェリア政府は収穫後処理を国産米増産の最大のボトルネックと捉えており、これを改

善するために州農業開発プログラム関係者、コメ生産者、コメ加工業者等を対象として各種の

研修を実施して収穫後処理・マーケティングに関する人材育成を推進するため、必要な技術協

力を日本に要請した。 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

ナイジェリア政府は、2020 年までにナイジェリアを世界の 20 大国の一つにするという「ビジ

ョン 20:2020」を掲げ、経済成長と貧困削減の主要な源として農業を挙げている。農業分野では、

収穫後損失の低減を含む農業近代化に取り組むとしている。 

2010 年の国家農業食料安全保障戦略（National Agricultural and Food Security Strategy）

では、①作物生産、畜産、水産の生産性向上、②灌漑面積の倍増、③農業生産の機械化、④収

穫後損失の半減、⑤食料輸入の半減、⑥農業政策や水政策の見直し－が目標として設定されて

いる。 

2009 年の国家稲作振興戦略文書（National Rice Development Strategy: NRDS）では、コメの

生産量を 10 年間で約 4倍に増加させることを目標に掲げて、①収穫後処理、②土地開発と灌漑、

③種子の開発と農業資材の投入－を優先課題としている。特に収穫後処理は最優先課題に位置

づけられ、精米技術・処理能力の低さがコメ生産増大のボトルネックと認識されている。この

背景には、収穫後処理技術の向上により、国産米の高付加価値化が実現し販売価格が改善され

れば、農家のコメ生産意欲の向上を促すこととなり、結果的にコメ生産量の増大につながるこ

と、また収穫後損失率の低下に伴うコメ流通量の増加が見込まれることがある。 

 

（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位

置付け） 

日本の対ナイジェリア事業展開計画では「人間の安全保障の実現と MDGｓの達成」と並んで、

「バランスある持続的経済成長のための基盤整備」が援助重点分野に定められており、本案件

は「バランスある持続的経済成長のための基盤整備」に位置付けられる。同計画では、貧困層

の多くが農民、あるいは地方で農業関連活動に従事して生計を立てている者であることをふま

え、貧困削減策の重要な柱としてコメなど農産品の生産性向上、品質・流通・販売の改善、農

民組織の強化などを支援するとしている。また、日本は 2008 年 5 月の第４回アフリカ開発会議
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（TICADⅣ）で発表した「アフリカ稲作振興のための共同体」（Coalition for African Rice 

Development: CARD）において、中長期的な食料問題の改善とともに農村地域の振興と貧困削減

を目指して、サブサハラ・アフリカのコメ生産を向こう 10 年間で倍増することを目標に掲げて

いる。ナイジェリアはアフリカ最大のコメ生産国であると同時に同地域で最大の輸入国でもあ

り、CARD の支援対象国第 1グループに選ばれている。日本は CARD の取り組みを積極的に推進し

ており、本プロジェクトはナイジェリアにおける CARD 推進の中核を成すものである。 

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

プロジェクト対象地区において、流通する国産米の品質が向上し、収穫後損失率が低下する。 

【指標】 

1) プロジェクト対象地区において、年間 500t の高品質国産米2が取引される。 

2) コメの販売単価が×％向上する。 

3) 収穫後損失率が×％低下する。 

 指標の目標値（X％）の設定は、プロジェクト開始後 1年以内を目途に行う。 

 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

プロジェクト対象州において、流通する国産米の品質が向上し、収穫後損失率が低下する。 

【指標】 

1) プロジェクト対象州にて、少なくとも年間 1000t の高品質国産米が取引される。 

2) コメの販売単価がプロジェクト終了時点に比べ×％向上する。 

3) 収穫後損失率がプロジェクト終了時点に比べ×％低下する。 

指標の目標値（X％）の設定は、運営指導調査または中間レビューで行う。 

 

成果（アウトプット）と活動 

① アウトプット 1 

高品質国産米の流通を促進するための方策が特定される。 

【活動】 

1-1 コメの流通経路・量・価格動向を調査する。 

1-2 高品質国産米の潜在需要を含む市場ニーズを分析する。 

1-3 小規模精米業者、パーボイル加工業者、コメ生産農家の課題を特定する。 

1-4 高品質国産米の流通・収穫後損失率低減のための集荷・加工・マーケティング方法を考案

する。 

1-5 導入する技術、機材、機材設置農業協同組合・場所を選定する。 

【指標】 

1-1) 高品質国産米流通のための課題と方策を示した報告書が作成される。 

                                                  
2 高品質米とはアウトプット２で設定予定の品質基準を満たしたコメのことを指す。 
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② アウトプット 2 

国産米の品質基準が改善される。 

【活動】 

2-1 大規模精米業者の等級基準を調査する。 

2-2 コメ消費者の嗜好と小売業者の品質基準を調査する。 

2-3 小規模精米に適した籾と精米の等級基準案を作成して検証する。 

2-4 等級基準案を改善する。 

【指標】 

2-1) 籾の等級基準が作成される。 

2-2) 精米の等級基準が作成される。 

 

③ アウトプット 3 

ADP 職員のマーケティング、収穫後処理技術に係る研修実施能力が強化される。 

【活動】 

3-1 ナサラワ州 ADP 職員に対する研修計画を策定する。 

3-2 ナサラワ州 ADP 職員に対する研修のカリキュラム及び教材を作成する。 

3-3  ナサラワ州 ADP 職員に対し、コメバリューチェーン、マーケティング、収穫後処理技術、

農業共同組合に関する研修を実施する。 

3-4 小規模精米業者、パーボイル加工業者、コメ生産農家に対して ADP 職員が研修を実施し、

研修内容についてレビューを行う。 

3-5 活動 3-1 から 3-4 までをナイジャ州 ADP を対象に実施する。 

3-6 他州 ADP 職員に対する研修計画を策定する。 

3-7 他州 ADP 職員に対する研修のカリキュラム及び教材を作成する。 

3-8  他州 ADP 職員に対する研修を実施する。 

【指標】 

3-1) マーケティング研修参加者の 8 割以上が修了時テストで合格する。 

3-2）収穫後処理技術研修参加者の 8割以上が修了時テストで合格する。 

3-3）農業協同組合研修参加者の 8割以上が修了時テストで合格する。 

 

④ アウトプット 4 

小規模精米業者、パーボイル加工業者、コメ生産農家の収穫後処理、経営能力が強化される。 

【活動】 

4-1 ラフィアの小規模精米業者、パーボイル加工業者、コメ生産農家に対する研修計画を策定

する。 

4-2 4-1 に係る研修のカリキュラム及び教材を作成する。 

4-3 研修用機材を導入する。 

4-4  ラフィアの小規模精米業者、パーボイル加工業者、コメ生産農家に対し、研修を実施する。

4-5 活動 4-1 から 4-4 までをビダの小規模精米業者、パーボイル加工業者、コメ生産農家を対
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象に実施する。 

4-6 研修成果をターゲットグループ以外の小規模精米業者、パーボイル加工業者、コメ生産農

家に普及する。 

   

【指標】 

4-1) 研修に参加した精米業者の 8割以上が修了時テストで合格する。 

4-2) 研修に参加したパーボイル加工業者の 8割以上が修了時テストで合格する。 

4-3) 研修に参加したコメ生産農家の 8割以上が修了時テストで合格する。 

4-4) 1 トンあたりの「高品質米」の割合が増加する。 

4-5) 精米に係る粗利益が平均×％向上する。 

4-6) パーボイル処理される籾の損失率が×％低下する。 

4-7) パーボイル加工に係る粗利益が×％向上する。 

4-8) 少なくとも年間 1000t の籾が適期収穫・乾燥処理される。 

4-9) 生産に係る粗利益が平均×％向上する。 

 

（２） 投入（インプット） 

① 日本側 

1)専門家 

a)コメ収穫後処理技術 

b)コメマーケティング 

c)農民組織／研修 

d)業務調整／研修計画 

e)パーボイル技術などその他の分野の短期専門家を必要に応じて 

2)研修員受け入れ 

本邦、第三国における研修員受け入れ若干人 

3)資機材 

a)研修に必要な機材（リーパー、脱穀機、精米機、石抜き機、粗選機、選別機、計量器、縫製

機、パーボイル機、乾燥機など） 

b)事務機器 

4)活動費 

a)プロジェクト補助スタッフ（現地雇用） 

b)プロジェクト車両借り上げ 

c)ADP 職員に対する収穫後処理研修経費 

d)事務用品など 

② ナイジェリア側 

1)人員配置 

a)プロジェクト・ダイレクター（NFRA 長官） 

b)プロジェクト・マネージャー（NFRA 農産加工・市場局長） 
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c)州コーディネーター（ADP プログラムマネージャー） 

d)カウンターパート 

-NFRA 職員（農産加工・市場局、国際連携・パートナーシップ局） 

-ADP 職員 

2)施設等 

a)専門家、プロジェクトスタッフの執務スペース 

-NFRA（アブジャ） 

-ADP（ラフィアとビダ） 

b)研修会場 

c)精米機を設置する土地、建物 

3)管理費 

a)プロジェクトに関係する NFRA と ADP の職員経費 

b)光熱費など基本的プロジェクト運営費用 

4)活動費 

a)NFRA と ADP 職員の旅費 

b)小規模精米業者、パーボイル加工業者、コメ生産農家に対する収穫後処理研修経費 

（３） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

① 前提条件 

- プロジェクト対象地域の経済活動や治安に影響を与える大きな政治的混乱が起きない。 

- 精米業者などの農業協同組合が機材の設置や研修への協力を含むプロジェクトの実施を受け

入れる。 

② 成果（アウトプット）達成のための外部条件 

- 十分な数の研修を受講した ADP 職員がプロジェクトの活動に継続して関わる。 

- 十分な量の高品質種籾が農家に供給される。 

- プロジェクト対象地域にて、コメ栽培に大きな影響を及ぼす干ばつ、洪水などの自然災害、

病害、鳥獣害、虫害などが発生しない。 

- 機材を設置する土地や建物について州政府が手当てする。 

③ プロジェクト目標達成のための外部条件 

  - 輸入米の価格が大きく低下しない。 

- プロジェクト対象地域や周辺地域のコメ流通に大きな影響を与える自然災害や経済的ショ

ックが起きない。 

④ 上位目標達成のための外部条件 

- 連邦政府、州政府が補助や低利融資などの農業機械化支援を継続する。 

- ADP がプロジェクトで実施した各研修を小規模精米業者、パーボイル加工業者、コメ生産農

家に対して継続して実施する。 
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５．評価 5項目による評価結果 

（１） 妥当性 

この案件は以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

■ ナイジェリアでは、国産米の品質が一般に低く価格も安い。このことは国内コメ生産者の生

産意欲向上、コメの生産・加工に携わる農村部住民の所得向上の妨げとなっている。その一

方、国民は価格の高い輸入米を大量に消費していて、コメ需要は旺盛である。適切な収穫後

処理とマーケティングを通じて、高品質な国産米の流通を実現して、国産米生産・加工業の

収益を向上する必要性は非常に高い。 

■ 流通する国産米の 56％が小規模精米業者により加工されている。大規模精米所の立地も進

んでいるが、これらでは十分な量の高品質籾を集荷できないという問題が発生しており、小

規模精米業者の生産性及び品質が向上すれば、高品質米の流通量が増加し国産米の価格上昇

が見込まれ、コメ生産農家の生産意欲の向上が期待される。こうしたことをふまえ、本プロ

ジェクトは小規模精米業者が加入する農業協同組合を主たるターゲットグループとして、既

存の組織や事業者を強化することにより高品質国産米の流通を進める。 

■ 流通するコメの大半はパーボイル加工されているが、その技術水準は低く、国産米の品質向

上の大きな足かせとなっている。本プロジェクトではパーボイル加工業者に対しても、適正

技術の導入を含む能力強化を行う。 

■ プロジェクト対象地域はコメの主産地であり、小規模精米業者が多数存在し、首都アブジャ

という国内主要マーケットにも近い。またカウンターパート機関である NFRA 本部とも近い。

その一方、他ドナーによる同様な支援は実施されていない。 

■ 本プロジェクトの実施はコメの収穫後処理の改善、コメ生産量の増加など、ナイジェリア政

府の政策目標達成に寄与する。 

■ 本プロジェクトの内容は CARD の推進を積極的に支援する日本の援助政策と合致する。 

（２） 有効性 

この案件は以下の理由から有効性が見込める。 

■ プロジェクトの目標は、小規模精米業者が加工するコメの品質が向上し、収穫後損失率が低

下することである。そのためにはまず市場分析や各アクターの課題分析を行い高品質米流通

及び収穫後損失率低減のための方針を策定した上で（成果１）、差別化による高付加価値化

のため高品質米の水準を定める（成果２）。成果２で設定した水準を満たすための精米、パ

ーボイル加工等の収穫後処理技術及びマーケティングに関する研修能力を行政担当者が習

得し（成果３）、それぞれについて小規模精米業者、パーボイル加工業者、コメ生産農家に

対して能力強化を行う（成果４）。 

■ コメの等級基準の作成に取り組むことで、現在は明確でない高品質国産米の基準が定まり、

市場情報の明確化により生産者、流通業者及び消費者の安心感も高まり、流通が拡大し持続

することが期待できる。 

■ 品質水準を定める際には、収益性を重視して定めるよう留意する。コメ品質向上のための機

材投入を含む能力強化は、新たに必要な投入と得られると予想される収入のバランスをふま

えて、アプローチを選択して取り組む必要がある。本プロジェクトでは、初期にこうした検
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討に必要な市場調査などを行ってアプローチを定めることにより、高品質米の流通を確保す

る確率を向上している。 

（３） 効率性 

この案件は以下の理由から効率的な実施が見込める。ただし、プロジェクト後半から対象地

域が 2 地域になるため、プロジェクト関係者の役割分担を明確にして、効率的な活動スケジュ

ールを立てる必要がある。 

■ 活動内容の詳細については、アウトプット 1の活動で各種調査を行い、現状を十分把握して

から定めることになっている。 

■ コメの流通調査については米国国際開発庁（USAID）の実績がある。英国国際開発省（DFID）

にはパーボイル加工など小規模事業者への技術支援の蓄積があり、機材の運営方法や組織化

の際の留意事項を把握していることから、本プロジェクトの活動実施においては他ドナーに

よる上記蓄積の活用が可能である。 

■ アウトプットの指標と目標値は、現時点では適切であると考えられる。なお、とくに目標値

については、アウトプット 1の活動終了後と、プロジェクト後半にナイジャ州に活動を展開

する時に見直すべきである。 

■ プロジェクト前半はナサラワ州に対象地域を絞り、投入を集中させる。プロジェクト後半か

らナイジャ州でも活動を展開するが、ナイジャ州ではナサラワ州で経験を積んだ NFRA 職員

が中心となり活動を進めるため、日本人専門家の投入を増やす必要はない見込みである。な

お、このことは、プロジェクト実施中にもカウンターパート機関に十分意識してもらう必要

がある。 

■ 本プロジェクトが導入する機材は 2対象地域で合計 4セットであり、保守管理が現地代理店

などで可能な比較的安価な機材を想定している。これはプロジェクトの目的と範囲にかなっ

ている。 

（４） インパクト 

この案件のインパクトは以下のように予測できる。 

■ プロジェクト目標が達成された場合、終了後 3年から 5年以内にプロジェクト対象州にて、

小規模精米業者が生産する国産米の品質が向上し、収穫後損失率が低減すると予測できる。

対象州以外については、プロジェクト終了後も各州の ADP が継続して各種研修を行えば小規

模精米業者が生産する国産米の品質向上・収穫後損失率低減は期待できる。現時点では、上

位目標の内容と指標は適切であると考えられる。外部条件についても、適切に認識されてい

る。 

■ プロジェクト実施の結果、コメの品質向上のよる価格上昇に伴い、コメの生産意欲向上、コ

メの生産・加工に携わる者の所得向上、さらには農業活動の活発化による雇用創出や食料安

全保障の充実につながると期待される。 

（５） 自立発展性 

この案件による効果は、以下の理由により持続発展性は高い。 

■ ナイジェリアではコメの消費量は増加傾向にあり、生産拡大のポテンシャルも高いことか

ら、連邦・州政府が現在の農業重視の政策を大きく転換することは考えにくい。例えば、ナ
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サラワ州政府は農業機械化のための補助事業を 2013 年まで実施する計画をすでに立ててい

る。 

■ 本プロジェクトでは既存の組織をベースに能力強化を図る。新たに大規模な組織を設立する

ことや既存の流通経路を抜本的に変えることは想定しない。 

■ 本プロジェクトでは農業協同組合に機材を導入して高品質米の生産・出荷を行う。導入する

機材は小型で比較的安価なものを想定しており、ゆくゆくは、研修や展示の効果により、組

合員が連邦・州政府の補助金や低利融資も活用して保有する旧型機材を更新することが期待

される。プロジェクトにおいては対象とならなかった地域であっても、ADP 職員や事業者へ

機材の使用・維持管理に係る研修を行うことで、機材を購入した際には機材を利用する適正

技術が普及されることが期待出来る。なお、機材の共同利用ついては、保守管理の責任があ

いまいになり、適正な運用ができなくなった事例が報告されているため、導入する機材の利

用と維持管理の方法について十分検討し、関係者の合意を得ておく必要がある。 

■ 本プロジェクトでは、対象とする農業協同組合や導入機材の設置場所について、カウンター

パート機関、州政府、協同組合連合会や対象地域の個別の協同組合などと協議して、合意を

得て決定する。さらに弱者とされるパーボイル加工を担う女性にも能力強化の機会を提供す

ること等を通じて、プロジェクトの便益が著しく偏らないように留意することで、プロジェ

クトで投入された機材及び導入された技術が定着するよう留意する。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

本プロジェクトの主たるターゲットは、小規模精米業者や女性パーボイル加工業者を含む小

規模事業者であり、基本的に貧困削減に資するものである。ただし、プロジェクト活動の便益

が特定の事業者やジェンダーに偏ることがないよう工夫することは必要である。プロジェクト

が導入する機材を設置する農業協同組合・場所については、利害関係者間の協議を促し、関係

者が納得できるプロセスを経て特定するべきである。この際、土地や建物を提供する行政関係

者は、農業協同組合員など事業を営む者の声に十分耳を傾ける必要がある。導入する機材を設

置するための建物は小規模なものとなるため、環境への大きな悪影響ないと考えられる。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

2004 年実施の「農業・農村開発（普及：事例研究）フェーズ２」では、「普及対象技術の選定

にあたって、まず農民の現状、制約要因に十分配慮し、そうした諸条件に応じた技術を開発す

ることが重要である。」とされている。本プロジェクトにおいても、機材選定の段階から十分に

現地の制約要因を勘案し、適切な技術選定に留意する。 

ナイジェリアでは DFID が貧困者のための市場参入振興プログラム(Promoting Pro-Poor 

Opportunities in Commodity and Service Markets: PrOpCom)にて、小規模事業者に対するコ

メ収穫後処理などに関する支援を実施している。本プロジェクトでは、以下の PrOpCom の教訓

などを研修等を通じ活用していく。 

 小規模事業者は伝統的な家族経営を営んでおり、新たなビジネスモデルの構築に積極的で

ない場合が多い。事業者によっては 1 日の稼働時間が 3 時間程度で、なんとか食べていけ

るだけの利益を得ているに過ぎない場合もあり、その状況に満足しているかに思われる者

もいる。多くの事業者は、事業改善のために融資を受けることに対して消極的である。こ
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うした状況で急激に大きな変革をもたらすのは難しい。時間をかけて成果を重ねて、便益

を実感させる必要がある。 

 石抜き機などの機材を精米協会が運用する場合には持続的な運用・管理の仕組みが重要で

ある。 

 機材供与については、基本的に、受益者に負担義務が生じない場合は事業の持続性が低い

傾向にあるので、受益者になんらかのコスト負担を課すべきである。その際、政府機関は

債務回収に熱心でない場合あるので、民間金融を絡めて緊張感を保つ仕組みを構築するべ

きである。 

 精米業者の収益性向上には籾の確保が重要である。大規模事業者には採算を確保するのに

十分な籾を集荷できない者もいるが、小規模事業者は社会的つながりを活用しているので、

大規模事業者ほど苦労していない。 

 ナイジェリアでは流通するコメの 70％以上がパーボイル加工されており、この工程を改善

することにより国産米の品質向上を図ることができる。 

 プロジェクトでは、国産米の品質向上とパーボイル加工サービスを提供する女性の所得向

上のために加工技術改善の支援を行った。その結果、女性たちが加工するコメの品質は向

上したが、取引業者が加工単価の引き上げを拒んだため収入は向上しなかった。そこで、

プロジェクトでは女性グループが融資を受けられるようにして、コメを買い取り、パーボ

イル加工後に販売できるようにして、価格交渉力を高めた。 

 プロジェクト対象地域の一部では、社会的・宗教的理由から女性は家の外で商売をするこ

とができず、女性の所得向上の妨げとなっていた。そこでプロジェクトでは、農業協同組

合に女性のための取引を行うことを働きかけている。 

８．今後の評価計画 

 2012 年 7 月 ベースライン調査 

 2013 年 7 月 運営指導／中間レビュー 

 2015 年 2 月 終了時評価 

 2018 年 事後評価(予定) 
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