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序　　　　　文

日本国政府は、ニジェール共和国政府の要請に基づき、同国マラディ州及びタウア州において

「サヘル地域における貯水池の有効活用と自律的コミュニティ開発プロジェクト」を実施するこ

とを決定し、独立行政法人国際協力機構がこのプロジェクトを実施することとしました。

当機構は、プロジェクトの開始に先立ち、プロジェクトを円滑かつ効果的に進めるため、2009

年度から 2011 年度にかけて 3 次にわたる詳細計画策定調査団を派遣しました。同調査団は、ニ

ジェール共和国政府の意向を聴取し、現地踏査の結果を踏まえ、要請の背景、協力課題の絞込み、

先方実施体制等について大枠で合意に至りました。

本報告書は今回の調査を取りまとめるとともに、引き続き予定しているプロジェクトの円滑な

実施に資するためのものです。

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

平成 24 年 4 月

独立行政法人国際協力機構

農村開発部部長　熊代　輝義



目　　　　　次

序　文

目　次

プロジェクト対象地域図

略語表

事業事前評価表

第１章　調査の全体概要 ………………………………………………………………………………… 1
１－１　要請の背景 …………………………………………………………………………………… 1
１－２　各調査の概要 ………………………………………………………………………………… 1
１－２－１　第１次調査 …………………………………………………………………………… 2
１－２－２　第２次調査 …………………………………………………………………………… 2
１－２－３　第３次調査 …………………………………………………………………………… 2

第２章　第１次調査 ……………………………………………………………………………………… 3
２－１　調査概要 ……………………………………………………………………………………… 3
２－１－１　目的 …………………………………………………………………………………… 3
２－１－２　団員構成 ……………………………………………………………………………… 3
２－１－３　調査日程 ……………………………………………………………………………… 3

２－２　調査結果 ……………………………………………………………………………………… 5
２－２－１　既往案件の結果 ……………………………………………………………………… 5
２－２－２　アクションプラン実施にあたっての課題 ………………………………………… 7
２－２－３　現地踏査結果 ………………………………………………………………………… 7
２－２－４　協議結果 ……………………………………………………………………………… 8

２－３　団長所感 ……………………………………………………………………………………… 9

第３章　第２次調査 …………………………………………………………………………………… 12
３－１　調査概要 …………………………………………………………………………………… 12

３－１－１　目的 ………………………………………………………………………………… 12
３－１－２　団員構成 …………………………………………………………………………… 12
３－１－３　調査日程 …………………………………………………………………………… 12

３－２　調査結果 …………………………………………………………………………………… 13
３－２－１　協議結果 …………………………………………………………………………… 13
３－２－２　ワークショップ開催結果 ………………………………………………………… 14

３－３　団長所感 …………………………………………………………………………………… 15

第４章　第３次調査 …………………………………………………………………………………… 16
４－１　調査概要 …………………………………………………………………………………… 16



４－１－１　目的 ………………………………………………………………………………… 16
４－１－２　団員構成 …………………………………………………………………………… 16
４－１－３　調査日程 …………………………………………………………………………… 16

４－２　調査結果 …………………………………………………………………………………… 17
４－２－１　協議結果 …………………………………………………………………………… 17
４－２－２　当該セクターの概要 ……………………………………………………………… 19
４－２－３　現地視察概要 ……………………………………………………………………… 22
４－２－４　UNDP・MAF との連携 …………………………………………………………… 25

４－３　団長所感 …………………………………………………………………………………… 26

第５章　プロジェクトの基本計画  …………………………………………………………………… 30
５－１　プロジェクト概要 ………………………………………………………………………… 30
５－１－１　対象地域 …………………………………………………………………………… 30
５－１－２　受益者 ･ 期間 ･ 機関 ……………………………………………………………… 30

５－２　PDM ………………………………………………………………………………………… 31
５－３　投入 ………………………………………………………………………………………… 32
５－４　実施体制、モニタリング ………………………………………………………………… 32
５－５　５項目評価 ………………………………………………………………………………… 33

付属資料

１．第１次調査ミニッツ（仏） ……………………………………………………………………… 37
２．第１次調査ミニッツ（英） ……………………………………………………………………… 48
３．第２次調査ミニッツ（仏） ……………………………………………………………………… 59
４．第２次調査ミニッツ（英） ……………………………………………………………………… 83
５．第３次調査ミニッツ（仏） ……………………………………………………………………… 107
６．第３次調査ミニッツ（英） ……………………………………………………………………… 130
７．第１次調査面談録 ……………………………………………………………………………… 152
８．第２次調査面談録 ……………………………………………………………………………… 178
９．討議議事録（仏） ………………………………………………………………………………… 184
10．討議議事録（英） ………………………………………………………………………………… 205



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kongou Gorou 

Sorey 

Tondibia Gorou 

Aboka 

Bartchawel 

Bonkor 

Djebou 

Fanakakoira 

Gaigorou Hamagorou 

Kandoum Mari 
Sanam 

Tchantchergou 

Boukari Kouara 

Faréy Gorou 2 

Faréy Gorou 3 

Fonéko 

Karta 

Molia 

Gambéwa 

Bouki 

Toulmey

Tchankargui 

Koygolo 

Kalgo 

Koré Béchémi 
Kogardey 
Balidey 

Malan Kadi 

Tanda 
Koiré Kobeday 

Tounga Maïkomsa 

Loufari Koira 

Bougou 

Rouda Goumanday Soco Niger

Soura Oubandoma

Koumchi KanembakachéBéri Béri
Iyataoua

Milli

Aval CRDDan Gado

Tchidafawa

Danja
Rafin Wada 

Bokologi

Bakassomouba 

Karazomé Goumar

Roura

Magagi Rogo

Tarwada 

Gadiyaw 

Akoukou 

Edir Wantajé

Edouk 

Zongon Roukouroum 

Gourgoutoulou 

Changnassou 

Bourdi I 
Bourdi II 

Jaja 

Guidan Bado

ニジェール共和国 

大統領特別プログラム 

貯 水 池 分 布 図  

Tillabéry 

Dosso 
Niamey 

Tahoua 

Zinder 

Diffa 

Agadez

Gaya 

Maradi

2007.8.8.作成 
by JICA Niger Office 

第 1 類型貯水池 
第 2 類型貯水池 

第 3 類型貯水池(AP 対象) 
第 3 類型貯水池(AP 対象外) 

未完工のサイト 

プロジェクト対象地域図



略　語　表

略　語 欧　文 和　文

2KR Second Kennedy Round 貧困農民支援無償資金協力

3N
Nigeriennes Nourrient Nigeriennes
（英語では Nigerian Feed Nigerian：NFN）

食糧生産強化・自給率向上に係る

政策

AFD Agence Française de Développement フランス開発庁

AfDB
African Development Bank
（Bank Afriquane Développement：BAD）

アフリカ開発銀行

AHA Aménagement Hydro-agricole 灌漑事業区

APRAO
Amélioration de la Production de Riz en Afrique de 
l'Ouest

西アフリカ稲作生産改善

AVB Agents Vulgarisateur de Base 現場普及員

AVRPN 
L'Association des Vendeurs et Revendeurs de 
Poisson au Niger

ニジェール水産販売者アソシエー

ション

BADEA Arab Bank for Economic Development in Africa アフリカ経済開発アラブ銀行

BID Islamic Development Bank イスラム開発銀行

C/P Counterpart カウンターパート

CD Capacity Development
キャパシティ・ディベロップメン

ト（能力開発）

CDA Chef de District Agricole 農業地区長

CDMT Cadre des Dépenses à Moyen Terme 中期支出枠組み

CVD Comité Villageois de Développement 農村開発委員会

DDDA 
Direction Départementale du Développement 
Agricole

県農業開発局

DDDC 
Direction Départementale du Développement 
Communautaire

県コミューン開発局

DEP Direction des Etudes et de la Programmation 調査計画局

DGA Direction Générale de l’Agriculture 農業総局

DGGR Direction Générale du Génie Rural 農業土木総局

DRDA Direction Régionale du Développement Agricole 州農業開発局

DRE/CLD 
Direction Régionale de l’Environnement et de la 
Lutte Contre la Désertification

州環境・砂漠化防止局

ECOWAS Economic Community of West African States 西アフリカ諸国経済共同体

EDOS Etude de Développement des Oasis Sahéliennes サヘルオアシス開発計画調査

EU European Union 欧州連合

FAO Food and Agriculture Organization 国連食糧農業機関



FFS Farmer Field School 畑の学校（農民野外学校）

GIZ
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit

ドイツ国際協力公社

GTZ Coopération Technique Allemande ドイツ技術協力機関

IARBIC
Project Intensification de l'Agriculture par le 
Reinforcement des Boutiques d'Intrants Coopératives

組合の投入材小売店の強化を通じ

た農業強化プロジェクト

ICRISAT
International Crops Research Institute for the Semi-
Arid Tropics

国際半乾燥地熱帯作物研究所

JICA Agence Japonaise de Coopération Internationale 国際協力機構

JICE Japan International Cooperation Center 財団法人日本国際協力センター

JOCV Japan Overseas Cooperation Volunteers 青年海外協力隊

M/M Minutes of Meeting 協議議事録（ミニッツ）

MAF MAF（MDGs Accerelation Framework） MDGs 促進フレームワーク

MAG Ministère de l’Agriculture 農業省

MAT/DC 
Ministère de l’Aménagement du Territoire et du 
Développement Communautaire

国土整備・コミュニティ開発省

MDA Ministère du Développement Agricole 農業開発省

MDGs Millennium Development Goals ミレニアム開発目標

ME/LCD 
Ministère  de l'Environnement et de la Lutte contre la 
Désertification

環境・砂漠化防止省

MEF Ministère  de L’Economie et des Finances 経済・財務省

MEIA Ministère  de l'Elevage et des Industries Animales 家畜・動物資源省

MH Ministère de l'Hydraulique 水利省

MHE/LCD 
Ministère de l'Hydraulique de l'Environnement et de 
la Lutte contre la Désertification

水利・環境・砂漠化防止省

MOU Memorandum of Understanding 覚書

NPK Nitrogenous-Phosphate-Kalium チッソ・リン酸・カリウム

P Programme プログラム

P /P Projet pilote パイロットプロジェクト

PDM Project Design Matrix
プロジェクト・デザイン・マトリッ

クス

PNUD 
Programme des Nations Unies pour le 
Developpement

国連開発計画

PO Plan of Operations 活動計画

PRSP Poverty Reduction Strategy Papers 貧困削減戦略文書

PSPR Programme Special du President de la Republique 大統領特別プログラム



R/D Record of Discussions 討議議事録

SDR Stratégie de Développement Rural 農村開発戦略

SDRP
Strategie de Developpement accelere et de Reduction 
de la pauvrete

開発促進・貧困削減戦略

SRP Stratégie de Reduction de la Pauvrete 貧困削減戦略

UN United Nations 国際連合

UNDP United Nations Development Programme 国連開発計画

UNICEF United Nations Children's Fund 国連児童基金（ユニセフ）

USAID United States Agency for International Development 米国国際開発庁

WAEMU West African Economic and Monetary Union 西アフリカ経済通貨同盟

WB World Bank 世界銀行



i

１．案件名 

国　名：ニジェール共和国

案件名： サヘル地域における貯水池の有効活用と自律的コミュニティ開発プロジェクト

（Project on Effective Utilization of Reservoirs and Auto-Promotion of Local Communities in the 
Sahel）

２．事業の背景と必要性

（１）当該国における農業セクターの現状と課題

ニジェール共和国（以下、「ニジェール」と記す）は国土面積が 126 万 km2（日本の約 3.4
倍）であり、このうち約 65％がサハラ砂漠である。基幹産業は農業で、労働人口の約 90％、

GDP の約 40％を占めている。主要作物はミレット及びソルガムであり、全農地 1,500 万 ha
の 3 分の 2 に相当する地域で生産が行われている。人口約 1,600 万人の約 80％が農村部に居

住し自給的農業を営んでいるが、ほとんどが天水農業であり、収穫量は天候によって大きく

左右される。2011 ／ 2012 年においては雨量が少なかったため約 519,000 t の食糧が不足する

見込みとなっている。降雨量が少なく、大型河川が存在しないサヘル地域において天候不順

による影響を緩和し安定的な農業生産を実現するためには、貯水池による灌漑農業は有効な

手段と考えられている。

2000 年の大統領特別プログラム（PSPR）により、砂漠化防止及び水資源の有効活用のた

めの取り組みが開始され、2004 年までに 66 の小規模貯水池が建設された。しかしながら政

府の財政面、組織面、人員面での体制が極めて脆弱であるため、貯水池の活用が進まないだ

けでなく、使用されているものについても維持管理がままならない状況であった。

ニジェール政府の要請を受けて JICA は、2005 ～ 2009 年に開発調査「サヘルオアシス開

発計画調査（EDOS）」を実施し、PSPR で建設された小規模貯水池の有効活用を主とした住

民主体の農村開発事業を実施・展開するためのアクションプラン（EDOS-A/P）案を取りま

とめた。EDOS-A/P では、2010 年から 2015 年にかけて 5 州の 36 貯水池 159 サイトを対象に、

①農民の自律（オートプロモーション）
1
、②農民による貯水池サイトの管理、③「畑の学校

2
」

の設置、④普及員の役割の再定義と地方行政との連携、の 4 方針の下、貯水池利用者の自律

能力向上及び貯水池利用者の所得向上・生活改善のための各種事業を行うことが提言され

た。

マラディ州及びタウア州は、構造物の劣化や堆砂の進行状況にかんがみ、比較的良好な利

水ポテンシャルを有する小規模貯水池が多く存在することから、EDOS-A/P において、対象

5 州のうち優先的に取り組むべき州として位置づけられている。しかし、小規模貯水池サイ

ト周辺の農村開発の現状は、貯水池サイトの維持管理や各種農業生産、生活改善に係る農民

1
　農民の自律（オートプロモーション）：農民自らが改善のために行動すること、すなわち農民が「自ら考え、行動する」

ことを促すもの。2
　Farmer Field School（FFS）と呼ばれる、農民間普及のための手法のひとつ。

事業事前評価表
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の知識・技術レベルが低く、農業資機材や市場情報へのアクセスも不足している。また、行

政の普及・管理体制も脆弱であり、貯水池の有効活用には至っていない。

（２）当該国における農業セクターの開発政策と本事業の位置づけ

ニジェール政府は、2002 年 1 月に「貧困削減戦略（SRP）」を策定し、2015 年までの開発

指針を定めており、そのなかで農村開発は重点 8 分野の 1 つに位置づけられている。2003
年には、SRP の内容を農村地域に限定した「農村開発戦略（SDR）」を策定し、14 のプログ

ラムの下、「持続的な天然資源管理、食糧安全保障及び社会経済開発の推進により、2015 年

までに地方における貧困状況を 66％から 52％に減少させる」ことを目指している。また、

2000 年の PSPR において砂漠化防止の取り組みが開始され、2004 年までに 66 の貯水池造成

が計画され、貯水池の造成による灌漑開発はその後もニジェールの開発課題となっている。

本事業は SDR のプログラムのうち、主に「天然資源の地域管理」や「職業グループの組

織化と流通の確立」、「灌漑開発による食糧安全保障対策」の実現に貢献するものである。ま

た現政権は農村開発のビジョンとして、食糧自給率向上政策（3N）を掲げ、SDR のプロジェ

クトを進めている。

（３）農業セクターに対するわが国及び JICA の援助方針と実績

本案件は対ニジェール事業展開計画において、「持続的な農村開発の推進」プログラムの

中に位置づけられる。同プログラムは、水資源の開発・有効活用による食糧安全保障及び飲

料水アクセスの改善を通じてニジェールの農村開発を支援するものであり、本案件は同プロ

グラムの方針に合致する。

（４）他の援助機関の対応

国連食糧農業機関（FAO）は食糧安全保障を目的とし、タウア州とジンダー州において

2008 ～ 2012 年の期間、インフラ整備、優良種子 ･ 資器材の配布、普及員の能力強化を組み

合わせた小規模灌漑プロジェクトをスペインと共同で実施中である。

また FAO は、農民間普及の一手法である FFS を採用した農業技術普及プロジェクトを実

施している。このプロジェクトでは、FFS を卒業した農民が次の農民グループを指導するこ

とにより、プロジェクトで導入された技術の普及が図られ、プロジェクトの実施効果を高め

ており、FFS は農業省（Ministère de l’Agriculture：MAG）からも推奨される普及手法となっ

ている。

３．事業概要

（１）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む）

マラディ州・タウア州において、①各貯水池サイトでの事業計画の作成、②貯水池活用の

ための体制整備、③事業計画の実施及び④行政の機能強化を通じて、貯水池の有効活用によ

る持続的な農村開発が推進されることを目的とする。これは、対ニジェール事業展開計画に

おける「持続的な農村開発の推進」プログラムの中に位置づけられる。
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（２）プロジェクトサイト／対象地域名

マラディ州（人口 240 万人）及びタウア州（人口 210 万人）

（３）本事業の受益者（ターゲットグループ）

・農業省（MAG）農業総局（DGA）・土木局職員及び、マラディ州・タウア州の農業局職

員（普及員を含む）約 50 名

・プロジェクト対象貯水池利用者組合約 18 グループ約 4,300 名

・プロジェクト対象貯水池利用者約 6,400 名

・EDOS-A/P 対象の他の 3 州（ドッソ、ティラベリ、ニアメ）の農業局職員約 30 名

（４）事業スケジュール（協力期間）

2012 年 2 月～ 2015 年 2 月を予定（計 36 カ月）

（５）総事業費（日本側）

約 3.3 億円

（６）相手国側実施機関

MAG 農業総局（DGA）

マラディ州及びタウア州農業局

（７）投入（インプット）

１）日本側

・専門家派遣：総括／農村開発、農業普及、組織化、農産物加工・保存・流通、灌漑／

農業土木、業務調整／農業普及補助

・カウンターパート（C/P）本邦研修：年間 2 名程度（組織化等）

・機材供与：活動用車両、各貯水池サイトで利用する資機材、研修機材、事務機器等

・施設改修：各種事業実施のために必要な貯水池サイト構造物の改修

・プロジェクト活動経費：各貯水池サイトでの活動に必要な経費等

２）ニジェール側

・C/P 人件費：常勤 3 名

・プロジェクト事務所：土地・施設（マラディ州農業局内）

・プロジェクト活動経費：各貯水池サイトでの活動に必要な経費等

（８）環境社会配慮・貧困削減・社会開発

１）環境に対する影響／用地取得・住民移転

①カテゴリ分類（A、B、C を記載）：C
②カテゴリ分類の根拠

農業セクターの事業であるが、大規模な工事は計画されておらず、自然 ･ 社会環境

上も、影響を受けやすい地域は含まれていない。

③環境許認可：特に必要な環境許認可はない。
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④汚染対策：大気 ･ 土壌汚染は生じない。

⑤自然環境面

本案件は、既存の貯水池サイトにおいて、利用者の組織化や、貯水池の有効活用を

主体とした農業生産をはじめとする各種の収入向上活動を行うものであり、自然環境

への影響は少ないものと考えられる。

⑥社会環境面

土地所有者が貯水池サイトの耕作地を抱え込み、新たに農業生産活動に取り組む

人々を受け入れないケースや貯水池の水をめぐって家畜利用者と耕作農民との間で争

いが生じる可能性が考えられる。

したがって、土地問題が生じないようにするためには、活動が計画される農地の所

有形態を確定しておかなければならない。また、水場利用者間での十分な話合いの場

を設けるとともに、対象貯水池サイトにおいて土地問題が生じている場合は、調整組

織として村落土地委員会等の協議・調整機関を設置することとする。

⑦その他・モニタリング：想定されない。

２）ジェンダー・平等推進／平和構築・貧困削減

ニジェールにおいては一般的に女性の地位は低い一方で、野菜などの換金作物生産や各

家庭の保健衛生における女性の役割は大きい。本案件においても、各種収入向上・生活改

善事業の実施を通じて、各貯水池サイトにおける同事業分野に係る女性のキャパシティが

強化されるよう配慮する。

３）その他

貯水池を継続的に管理し、有効活用していくには貯水池利用者の組織化が必要である。

また、組織の運営が効果的に行われるためには、運営メンバーに一定以上の識字・計算能

力が求められる。このため組織役員については、識字・計算に一定以上の能力を有する者

から選出することとする。一方、より効果的な組織運営のためには識字 ･ 計算能力を有す

る者の数が増えることが望ましいことから、外部組織の支援を活用しながら識字 ･ 計算教

育を行うことを検討する。

なお、本案件は半乾燥地における水資源の有効活用を図るものであり、気候変動対策（緩

和策）案件である。

（９）関連する援助活動

１）わが国の援助活動

ニジェールの農業・農村開発分野では、前述の本プロジェクトに先駆けて実施された「サ

ヘルオアシスプロジェクト開発計画策定調査」のほかに、草の根技術協力（パートナー型）

「サヘル地域での砂漠化防止対処及び生計向上への農民技術の形成と普及」が半乾燥地に

おける農業生産性・持続性の向上を目的に実施されている。

２）他ドナー等の援助活動

2011 年 6 月に東京で開催されたミレニアム開発目標（MDGs）フォローアップ会合を契

機に、国連開発計画（UNDP）・JICA 間で MAF
3
（MDGs Acceleration Framework、MDGs 促進

3
　 各国の行動計画の立案・実施サポートのために UNDP が提案している共通のフレームワーク。重点課題解決のための政策

手段、阻害要因、その解決策等を記載し費用と資金ギャップの算定を行うもの。
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フレームワーク）に沿った形で本プロジェクトと国連機関が実施する事業との連携につい

て検討が開始されている。MAF は 2015 年までに MDG１を達成するため、ドナー間の有

機的連携を通じた戦略的な農業セクター開発の推進を目的として策定されており、本プロ

ジェクトを MAF に位置づけ、MAF における親和性の高い活動との連携に加え、MAF のワー

クショップや広報を通じて本プロジェクト及びその成果を幅広く知らしめることを想定し

ている。

４．協力の枠組み

（１）協力概要

１）上位目標：

・タウア州 ･ マラディ州においてプロジェクト対象貯水池が持続的に利用される。

・ドッソ州 ･ ニアメ州 ･ ティラベリ州における貯水池利用に、プロジェクトの成果 ･ 教

訓が活用される。

指標：

・タウア州・マラディ州において、12 カ所以上の貯水池で対象農家の貯水池有効活用

事業が継続される。

・プロジェクト終了時点で行っていた活動の半数以上が継続される。

・ドッソ州 ･ ニアメ州 ･ ティラベリ州においてそれぞれ１カ所以上の貯水池でプロジェ

クトの成果・経験が活用される。

２）プロジェクト目標：

タウア州及びマラディ州において貯水池の有効活用を通じた持続的な農村開発が推進さ

れる。

指標：

・対象貯水池で対象農家による乾季作等の貯水池有効活用事業が継続される。

・貯水池利用者組合の７割以上が計画策定、実施、モニタリングを行う。

・貯水池の有効活用がタウア州及びマラディ州の農業分野のアクションプランに採用さ

れる。

３）成果及び活動

成果 1： 対象地区における利水状況、適切な営農の方向性、実施すべき活動が明らかに

なる。

指標：�各サイトにおいて利水状況、適切な営農の方向性、実施すべき活動を含むプロジェ

クトの事業計画が作成される。

活動：

1-1. タウア州 ･ マラディ州の対象 18 貯水池に係るインベントリー調査結果のアップデー

トを行い、必要に応じて改修工事を行う。

1-2. 1-1. の結果に基づき、プロジェクト対象貯水池及び各貯水池サイトでの実施事業を

決定する。

1-3. 環境社会影響調査を行う。
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成果 2： 対象貯水池サイトにおいて、普及員及び貯水池利用者による貯水池有効活用の

ための体制が整備される。

指標：すべての対象サイトで貯水池利用者組合が組織される 4。

活動：

2-1. 普及員に対して普及活動強化のための研修を行う。

2-2. MAG・各州農業局を中心とした情報の蓄積 ･ 共有体制を構築する。

2-3. 貯水池利用者組合及び村落土地委員会を設立する。

2-4. 上述の組織に対して、貯水池の維持管理に関する研修を行う。

2-5. 上述の組織に対して、天然資源の管理に関する研修を行う。

成果 3： 対象貯水池サイトにおいて、事業計画の実施を通じて貯水池利用者の収益が改

善される。

指標：対象貯水池の利用者の収益が 2 割向上する。

活動：

3-1. 貯水池利用者組合に対し灌漑農業について研修を行う。

3-2. 貯水池利用者組合に対し農産物の加工 ･ 貯蔵 ･ 流通について研修を行う。

3-3. 貯水池利用者組合に対し家畜飼育及び養殖について研修を行う。

3-4. 生計向上活動を導入する。

3-5. マイクロファイナンスを導入する。

3-6. 活動のために必要な、貯水池の小規模改修や簡易取水施設の設置を行う。

3-7. 最終環境 ･ 社会影響評価を行う。

成果 4：州農業局及び MAG の事業実施能力が強化される。

指標：

・報告書が定期的に作成・共有される。

・7 割以上の研修参加者が研修内容を理解する。

・州農業局及び MAG の関係職員のうち、7 割の職員が改訂された各種ガイドライン及

びマニュアルの内容を理解する。

・州農業局及び MAG の関係職員のうち、7 割の職員が広報活動のやり方を理解する。

活動：

4-1. 州農業局から MAG への報告体制が確立される。

4-2. プロジェクトの成果 ･ 教訓を取りまとめ、マラディ、タウア、ドッソ、ティラベリ、

ニアメ州の関係者を対象にワークショップを開催する。

4-3. 貯水池利用者の組織化、能力強化及び収益向上に係る各種ガイドライン及びマニュ

アルを改訂する。

4-4. マラディ、タウア、ドッソ、ティラベリ、ニアメ州の関係者に対して、貯水池利用

者の組織化、能力強化及び収益向上に係る成果の広報を行う。

4
　具体的には約款の設定及び定期会合の開催を指す。
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４）プロジェクト実施上の留意点

本プロジェクトでは各対象サイトにおける事業計画を策定し（成果１）、貯水池の有効

活用の主体となる住民の組織化、コミュニティの自律的な活動を促進するための普及員
5 

の普及能力の強化を行うことで（成果２）、策定された貯水池の有効活用事業を実施する（成

果３）。併せて、MAG・州農業局の能力強化を行い、本プロジェクトの成果が州内外に普

及するよう留意する（成果４）。

ニジェールではこれまでも度々政情不安、治安上の問題が発生してきたことから、安全

面に対して細心の注意を払い、プロジェクトを進める必要がある。プロジェクトの専門家

チームは、車両での移動時には２台以上で隊列を組み、憲兵隊員を同乗させるなど、JICA
ニジェール支所の安全に係る指示を遵守し、活動を展開する必要がある。

EDOS-A/P ではタウア州とマラディ州の 2 州での事業を JICA が実施し、ドッソ州、ニア

メ州、ティラベリ州の 3 州をニジェール側で実施する計画であり、これに従い本プロジェ

クトでも上記 2 州を対象とすることとしている。ただし、将来の他地域への展開の基盤を

築くために成果 4 として先方政府（中央、州）の事業実施能力の強化を追加し、本プロジェ

クト終了後のニジェール政府による持続的な取り組みにつながるようにする。

（２）その他インパクト

本プロジェクトで取り組む灌漑設備の維持管理能力の強化や農業等における灌漑施設の

有効活用能力の強化は、限られた水資源の有効活用を通じ、農村における食料安全保障に

貢献するものである。

５．前提条件・外部条件 （リスク・コントロール）

（１）事業実施のための前提

・貯水池利用に係る政府の方針が継続される。

・各プロジェクトサイトに普及員が配属される。

・プロジェクトサイト周辺の治安状況が悪化しない。

（２）成果達成のための外部条件

・対象貯水池が利用可能であること。

・予期せぬ自然災害が発生しない。

・プロジェクト対象地域の大部分の普及員が転出しない。

・当該地域の経済状態が悪化しない。

（３）プロジェクト目標達成のための外部条件

・農村人口の急激な変化が発生しない。

5
　農家に対しての技術指導や農業統計調査を行う郡の職員。
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（４）上位目標達成のための外部条件

・ドッソ、ニアメ、ティラベリ州で貯水池活用に係る予算措置がなされる。

・ドッソ、ニアメ、ティラベリ州の貯水池サイトに普及員が配属される。

６．評価結果

本事業は、ニジェールの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また

計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用

ニジェールで実施されている「みんなの学校プロジェクト」（第 1 フェーズ 2004 ～ 2007 年、

第 2 フェーズ 2007 ～ 2012 年）においては、地方の行政能力が低かったものの、各学校（学校運

営委員会）への権限移譲が行われたことで、現場レベルの対応が可能となり、プロジェクトでは

この学校運営委員会を C/P としたためコミュニティベースでの自律的な活動へとつながった。ま

た、対象州（タウア州）での実証の成果を政府に対して提示したことより、現在はその成果の全

国展開が行われている。本プロジェクトにおいても、行政機関の能力強化と、コミュニティが主

体的に活動を行えるためのコミュニティの能力強化を併せて実施することで自立的なコミュニ

ティ活動を促進する。また、本プロジェクトの成果が他州でも活用されるよう、プロジェクト実

施中から事業成果を先方政府に対し積極的に示していくこととする。

８．今後の評価計画

（１）今後の評価に用いる主な指標

４．（１）のとおり。

（２）今後の評価計画

事業開始 6 カ月以内 ベースライン調査

事業中間時点 運営指導調査／中間レビュー（予定）

事業終了 6 カ月前 終了時評価

事業終了 3 年後 事後評価
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第１章　調査の全体概要

１－１　要請の背景

ニジェール共和国（以下、「ニジェール」と記す）は国土面積が 126 万 km2（日本の約 3.4 倍）

であり、このうち約 65％がサハラ砂漠である。基幹産業は農業で、労働人口の約 90％、GDP の

約 40％を占めている。主要作物はミレット及びソルガムであり、全農地 1,500 万 ha の 3 分の 2
に相当する地域で生産が行われている。人口約 1,600 万人の約 80％が農村部に居住し自給的農業

を営んでいるが、ほとんどが天水農業であり、収穫量は天候によって大きく左右される。2011
／ 2012 年においては雨量が少なかったため約 519,000t の食糧が不足する見込みとなっている。

降雨量が少なく、大型河川が存在しないサヘル地域において天候不順による影響を緩和し安定的

な農業生産を実現するためには、貯水池による灌漑農業は有効な手段と考えられている。

2000 年の大統領特別プログラム（Programme Special du President de la Republique：PSPR）により、

砂漠化防止及び水資源の有効活用のための取り組みが開始され、2004 年までに 66 の小規模貯水

池が建設された。しかしながら政府の財政面、組織面、人員面での体制が極めて脆弱であるため、

貯水池の活用が進まないだけでなく、使用されているものについても維持管理がままならない状

況であった。

ニジェール政府の要請を受けて JICA は、2005 ～ 2009 年に開発調査「サヘルオアシス開発計

画調査（Etude de Développement des Oasis Sahéliennes：EDOS）」を実施し、PSPR で建設された小規

模貯水池の有効活用を主とした住民主体の農村開発事業を実施・展開するためのアクションプラ

ン（EDOS-A/P）案を取りまとめた。EDOS-A/P では、2010 年から 2015 年にかけて 5 州の 36 貯水

池 159 サイトを対象に、①農民の自律（オートプロモーション）
1
、②農民による貯水池サイトの

管理、③「畑の学校
2
」の設置、④普及員の役割の再定義と地方行政との連携、の 4 方針の下、貯

水池利用者の自律能力向上及び貯水池利用者の所得向上・生活改善のための各種事業を行うこと

が提言された。

以上の背景を受け、今般、「アクションプランを実行に移すにあたり、引き続き日本からの技

術的・資金的支援が望ましい
3
」として、上記のアクションプランに基づく小規模貯水池の有効活

用を主とした農村開発事業の実施のための新規プロジェクトが、ニジェール政府より日本政府に

要請された。

１－２　各調査の概要

以下の 3 次にわたり、詳細計画策定調査団を派遣した。各調査団の概要は以下のとおり。

1
　 農民の自律（オートプロモーション）：農民自らが改善のために行動すること、すなわち農民が「自ら考え、行動する」ことを

促すもの。2
　Farmer Field School（FFS）と呼ばれる、農民間普及のための手法のひとつ。

3
　本プロジェクト要請書 1 ページより引用。
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１－２－１　第１次調査

日　程 2009 年 8 月 31 日～ 9 月 13 日

団員構成

合屋　善之【総括／農業土木】JICA 農村開発部　技術審議役

花井　淳一【農村開発プログラム】同　乾燥畑作地帯第二課長

石塚　史暁【事前評価・調査企画】同　乾燥畑作地帯第二課

松原　雅男【通訳】JICE

目的

１）案件の立ち上げをめざして現地関連機関との調整及び追加情報の収集を行うと

ともに、協力の基本構想（R/D 案、PDM 案等）について、先方とミニッツ（M/M）

で確認する。

２）プロジェクト実施妥当性の確認のため、評価 5 項目の視点で評価を行う。

結果
現地踏査や先方との協議を通じて協力の基本構想（PDM 案等）について先方と合

意し、M/M で確認した。評価 5 項目の視点で評価を行った。

１－２－２　第２次調査

日程 2010 年 1 月 20 ～ 30 日

団員構成
西元　玲　【総括】JICA ニジェール事務所長

石塚　史暁【調査企画】JICA 農村開発部　乾燥畑作地帯第二課

目的

１）プロジェクトの枠組みや先方負担事項、日当・宿泊費基準など、標記プロジェ

クト立ち上げに際して残された要協議事項について農業開発省（Ministère du 
Développement Agricole：MDA）と協議を行い、M/M にて確認する。 

２）プロジェクト事務所を設置予定のマラディ市において関係者を招いたワーク

ショップを開催し、本案件の概要や PDM について関係者の合意を得る。

結果

改定 PDM 案や先方負担事項、日当・宿泊費基準等について先方と協議を行い、

M/M で確認した。マラディ市でワークショップを開催し、本案件の概要や PDM に

ついて、対象地区における関係者の合意を得た。

１－２－３　第３次調査

日程 2011 年 10 月 15 ～ 29 日

団員構成

天目石　慎二郎【総括】JICA 農村開発部　乾燥畑作地帯課長

宗像　朗　【農村開発】JICA 国際協力専門員

夏田　照平【評価分析】株式会社三祐コンサルタンツ

國武　匠　【協力企画】JICA 農村開発部　乾燥畑作地帯課

目的

１）現地調査及び関係機関と協議を行い、前回調査以降の状況変化を確認したうえ

で、前回協議で合意されたプロジェクトの基本計画を必要に応じて修正する。

２）プロジェクト実施体制〔関係機関の受け入れ態勢、事務所、カウンターパート

（C/P）の配置、人員、予算〕、活動内容（達成目標、成果、活動、投入、協力期 
間、ターゲットグループ）を M/M（PDM、PO、R/D 案含む）にて確認する。

結果
改定 PDM 案、先方負担事項等について協議を行い、M/M で確認した。

３）基本計画について評価 5 項目の観点から評価する。
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第２章　第１次調査

２－１　調査概要

２－１－１　目的

（１）案件の立ち上げをめざして、現地関連機関との調整及び追加情報の収集を行うとともに、

協力の基本構想（R/D 案、PDM 案等）について、先方と M/M で確認する。

（２）プロジェクト実施妥当性の確認のため、評価 5 項目の視点で評価を行う。

２－１－２　団員構成

氏　名 担当分野 所　属 日　程

合屋　善之 総括／農業土木 JICA 農村開発部　技術審議役 8/31 ～ 9/13

花井　淳一 農村開発プログラム JICA 農村開発部　乾燥畑作地帯第二課長 9/6 ～ 13

石塚　史暁 事前評価・調査企画 JICA 農村開発部　乾燥畑作第二課　 8/31 ～ 9/13

松原　雅男 通訳 JICE 8/31 ～ 9/13

２－１－３　調査日程（2009 年 8 月 31 ～ 9 月 13 日）

月　日 合屋、石塚、松原 花井

8/31（月） 移動（成田→パリ）

9/1（火） 移動（パリ→ニアメ）

9/2（水）

08：00 JICA 事務所打合せ

10：00 MDA 次官表敬訪問・M/M 協議

午後  ニアメ近郊の優良事例の見学

（Saga 地域の野菜栽培、ニアメ近

郊の灌漑整備地域等）

9/3（木） 終日 移動（ニアメ→タウア）

9/4（金）

08：00 タウア DRDA 表敬訪問

09：00 州知事表敬訪問

09：15 Jaja サイトへ移動

10：15 Jaja サイト滞在（貯水池の状態確

認、サイトの開発状況確認、受益

村の訪問、現場普及員及び貯水

池利用者組合関係者からの聞き取

り）

12：45 タウアへ移動

9/5（土）

07：30 Bourdi I サイトへ移動 
09：00  Bourdi I サイト（貯水池の状態確認、

サイトの開発状況確認、受益村の

訪問、現場普及員及び貯水池利用
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者組合関係者からの聞き取り）

11：30 BourdⅡサイト、 Zongon Roukouzoum
サイト視察

12：30 タウアへ移動

9/6（日）

07：30 Tarwada サイトへ移動

09：30 Tarwada サイト

  （貯水池の状態確認、サイトの開

発状況確認、受益村訪問、村人（組

合員）からの聞き取り）

11：00 Guidan Bado サイトへの移動 
12：30 Guidan Bado サイト

（貯水池の状態確認、サイトの開

発状況確認、現場普及員及び組合

関係者からの聞き取り）

14：00 タウアへ移動

移動（セネガル→ニアメ）

9/7（月）

09：30 国内線タウア発

10：30 ニアメ着

 M/M 作成・団内打ち合わせ

06：00 ニアメ発

07：30 マラディ着（国内線）

09：00 マラディ州農業開発局（DRDA）

表敬訪問

09：45 マラディ州知事 表敬訪問

12：00 Tchidafawa 地区（ミニダム）視察

15：15 Danja 地区（ミニダム）視察

17：30 Djiratawa 地区（AHA） 視察（各

貯水池の状態確認、サイトの開発

状況確認、普及員や農民からの聞

き取り）

9/8（火） 10：30 第 2 回 M/M 協議

M/M 作成・団内打ち合わせ

07：00 ニアメへ移動

08：50 Koumchi 地区（遊水池）視察

09：20 Bakassomouba 地区（遊水池）視察

10：00 Rafin Wada（ミニダム）地区視察

9/9（水）
10：30 第 3 回 M/M 協議

14：50 第 4 回 M/M 協議

9/10（木） M/M 作成・団内打ち合わせ

9/11（金）
10：00 M/M 署名

23：50 移動（ニアメ→パリ）

9/12（土） 移動（パリ→東京）
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２－２　調査結果

２－２－１　既往案件の結果

PSPR のフェーズ１（2001 ～ 2002）及びフェーズ 2（2003 ～ 2005）において建設された、あ

るいはほぼ建設が完了している 66 の小規模貯水池の機能や現在の状態（堆砂状況、貯留期間、

構造物の深刻な破損の有無、建設目的）について「サヘルオアシス開発計画調査（EDOS）」に

おいて調査・類型化を行った結果は、以下のとおりである。

類型 大分類 構造別分類 合計
州別内訳

Dos Mar Niy Tah Til

第 1 類型 水資源が農業

利用可能

ミニダム 17 3 3 3 2 6

第 2 類型 遊水池 21 3 8 0 9 1

第 3 類型

現在もしくは

数年後に水資

源が農業利用

不可能

ミニダム（貯水期間 6 カ月未満）

28

7 5 0 0 0 2

遊水池（5 年未満に堆砂） 15 5 5 0 0 5

早急に修理が

必要

ミニダム 3 0 0 0 0 3

遊水池 1 0 1 0 0 0

農業外目的
ミニダム 1 0 1 0 0 0

遊水池 1 0 0 0 1 0

合計 66 16 18 3 12 17

以上のうち第 3 類型の貯水池は、堆砂・施設の状態により、近い将来に機能しなくなると考

察され、計 26 貯水池は、貯水池の有効活用を主とした農民の農業開発事業を期待できない。

また、タウア州の 4 貯水池（第 1 類型の Guidan Bado, 第 2 類型の Edouk と Bourdi I、第 3 類型

で建設目的が放牧利用である Jaja）はパイロットプロジェクト（P/P）により事業実施済みである。

よって、これら計 30 貯水池を除いた、第 1、2 類型の残り 35 貯水池及び第 3 類型ではあるが

家畜の飲料用として利用されている Bokologi 貯水池の計 36 貯水池を、上記開発調査のアクショ

ンプランの対象とした。

なおフェーズ 3 については、既に建設された小規模貯水池の修復及び未完成の小規模貯水池

の完成を予定しており、貯水池の新たな建設は計画されていない。

上述の課題分析及びタウア州の 4 サイトで実施された P/P の結果を踏まえ、「サヘルオアシ

ス開発計画調査（EDOS）」において作成されたアクションプランの骨子は、以下のとおりである。
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項　目 細　目 説　明

計画目標年次 2015 年 計画期間 6 年間

計画地域 5 州 36 貯水池、159 村

計画目標 直接目的
行政の支援及び農民間普及による貯水池の有効活用を主体とした農民主

体の農業開発事業の実施・展開

計画における

事業の担い手

行政レベル 州農業局を中心に組織するプロジェクト事務所

貯水池レベル 貯水池利用者組合役員を中心とした貯水池活用者

基本方針

貯水池利用者の参加

すべての段階での貯水池利用者参加、貯水池利用者自身による計画策定

と実施の強調、外部からの支援を得て実施する事業はアクションプラン

で小規模総合事業として支援する事業と要請書作成支援のみの事業にレ

ベル分け

関係機関の連携
コミューンとの連絡調整

ドナー・NGO との情報共有

適用可能技術の採用
既存技術の活用と理解しやすい教材の使用

初期投資のみの支援で活動を継続できる事業に重点化

事業内容

A. 貯水池利用者の自

律能力向上事業

A1. 普及員の能力向上

A1.1. 普及員に対するモニタリング支援

A.1.2.  普及員の貯水池利用者に対するアニ

メーション能力の向上

A.1.3. 情報の蓄積・共有システムの構築

A2. 貯水池利用者が持続

的に貯水池利用するため

の活動の計画・実施・モ

ニタリングの能力強化

A.2.1  貯水池利用者組合の設立

A.2.2.  貯水池利用計画の策定・実施・モニタ

リングの研修

A.2.3. 貯水池の維持管理研修

A.2.4.  自然資源管理のために村落土地委員会

の設立

A.2.5. 農地の土壌保全研修

A.2.6.  保健知識（水が起因する病気対策）改

善研修

A.2.7. 改良かまどの導入

B. 貯水池利用者の所

得向上事業

B1. 野菜栽培の強化
B.1.1. 乾期野菜栽培の技術研修

B.1.2. 灌漑システムの強化

B2. 農業資材売店の設置

B3.  農産物販売の支援

B4. 稲作の導入

B5. 養殖

B6. 果樹の導入

B7. 天水農業に関する新品種の導入

B8. 農産物の加工・保存に対する支援

B9. トンチン方式のマイクロファイナンスの支援

B10. 家畜の保健改善に関する研修

総事業費 4,684,592,000 CFA フラン（10,246,000 USD、2009 年 7 月レート）
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以上のアクションプランを 5 州において 6 年間で実施することを想定している。州のプライ

オリティとしては、状態の良い貯水池が多くあるマラディ・タウア両州が高い。

また、上述の P/P の実施を通じて、「貯水池利用者の自律能力向上事業」及び畜産以外の「貯

水池利用者の所得向上事業」について、農業普及員対象の各種ガイドライン及び農民対象のマ

ニュアルが作成されている。

２－２－２　アクションプラン実施にあたっての課題

上述のとおり「サヘルオアシス開発計画調査（EDOS）」を通じて 5 州の 36 貯水池を対象と

したアクションプランが作成されたものの、実際の事業実施にあたっては、引き続き技術面及

び資金面での外部支援の必要性が同調査を通じて確認されている。

技術面においては、ニジェールの事業実施体制の未整備がまず挙げられる。上記開発調査に

おいては、事業実施のための各種ガイドライン・マニュアルの作成、普及員や貯水池利用者

組合に対する各種研修の大部分を再委託先の現地 NGO が担ったが、本アクションプランをニ

ジェールが主体となって実施する場合、作成済みの各種ガイドライン・マニュアルを用いて、

州農業開発局（Direction Régionale du Développement Agricole：DRDA）、県農業開発局（Direction 
Départementale du Développement Agricole：DDDA）、同郡事務所及び郡に配属されている普及員

がプランどおりに事業を実施できるか、技術レベル及び実施体制ともに不透明な状況である。

また、畜産についてはガイドライン・マニュアルが未作成の状況である。作成済みのガイドラ

イン・マニュアルについても、タウア州以外の州への事業展開にあたり、地域ごとの特性を踏

まえた改訂等、精緻化の余地が残されている。

資金面においては、各サイト・村落レベルにおける各種事業経費（住民負担分を除く）に加

え、普及員の貯水池サイト巡回経費や各行政レベルにおける関係者の定期的な協議会開催経費、

外部雇用によるエンジニアリング・サービス費など、アクションプラン実施にあたり計 10,246
千 USD の事業費が見込まれているが、恒常的な予算不足にあるニジェール政府がこれを自己

資金のみで賄うことは難しいと考えられる。

２－２－３　現地踏査結果

（１）タウア州

タウア州において、「サヘルオアシス開発計画調査（EDOS）」P/P 対象サイトのうち 3
サイト及び同調査において作成されたアクションプランの対象 3 サイトを視察した。

P/P が実施された 3 サイトにおいては、いずれも貯水池利用者組合が機能しており、住

民が貯水池の維持管理及び各種生産活動に主体的に取り組んでいる様子がみて取れた。一

方、施工が不完全なまま工事が中断しているサイトや、十分な貯水量が確保されていない

サイトもあり、貯水池の現況そのものにかかる問題点も散見された（詳細は「２－３　団

長所感」及び「付属資料 7． 第 1 次調査面談録」を参照）。

（２）マラディ州

マラディ州は計 37 カ所（うち PSPR によって建設されたものが 18 カ所）の小規模貯水

池を有する。そのうち、ミニダム（第 1 類型）3 カ所、遊水池（第 2 類型）2 カ所、大規

模灌漑地区（AHA）1 カ所を視察した。いずれのサイトにおいても、貯水池利用者組合は
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組織化されておらず、個人による小規模な営農が行われていた。サイトによっては堤体の

劣化、堆砂の進行もみられた（詳細は「付属資料 7.　第 1 次調査面談録」を参照）。

活動の拠点となることが想定されるマラディ市については物資も豊富で、ネットを通じ

た通信状況も良好であった。

２－２－４　協議結果

先方（MDA 次官）と M/M で合意した主な事項は以下のとおり。

・案件協力期間を当初要請のとおり 3 年間とする。

・プロジェクト対象地域をタウア州・マラディ州とする。対象サイトは各貯水池の水利用ポ

テンシャルの現況を把握したのちに決定する。現況の把握について、調査団より MDA に

早急な情報提供を依頼した。

・プロジェクト目標を「タウア州・マラディ州でのアクションプラン共同実施を通じた

MDA のキャパシティ・ディベロップメント（CD）」とし、本プロジェクト終了後のドッソ・

ティラベリ・ニアメ各州でのアクションプランについてニジェール側の単独実施を可能と

する体制の構築をめざす。

・案件の活動・成果等は、M/M に添付した PDM（案）のとおりであり、今後の協議に応じ

て改訂を加えていく。

・各日本人専門家に対応する常勤の C/P を MDA より配置する。各 C/P のプロフィールは

R/D 締結時に決定する。C/P の出張旅費について、ニジェール側より日本側に負担要請が

あった。

・プロジェクト事務所をマラディに置き、その手配はニジェール側が行う。

・本案件はニジェール・日本、両政府間の「クールアース・パートナーシップ
4
」に基づき実

施される。

また、協議時の主なポイントは以下のとおり。

（１）本プロジェクトの位置づけ

「サヘルオアシス開発計画調査（EDOS）」において作成されたアクションプランは、

PSPR によって建設された 5 州 36 貯水池を対象に、貯水池有効活用のための住民組織化・

能力向上及び各種所得向上・生活改善事業を実施するものである。他方、本プロジェクト

は、タウア・マラディ 2 州でのアクションプランの共同実施を通じて MDA の CD を行い、

本プロジェクト終了後のドッソ・ティラベリ・ニアメ各州でのニジェール側によるアク

ションプランの単独実施のための体制構築を図ることとする。その過程において、結果的

に、タウア・マラディ両州のプロジェクト対象サイトでの農民の貯水池利用に係る能力強

化及び所得向上・生活改善が実現される。

（２）貯水池の利水ポテンシャルの重要性

貯水池の利水ポテンシャルがアクションプランの実施にとって重要であるが、アクショ

4
　 2008 年 1 月のダボス会議において福田総理（当時）より発表された、排出削減と経済成長を両立させ、気候の安定化に貢献し
ようとする途上国に対する支援の枠組み。政権交代後の本プロジェクト開始時点（2011 年）における同パートナーシップの位
置づけについては要確認。
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ンプランの対象となっていながら、予算不足の問題から提体の工事が未完工であったり、

十分な貯水量が確保されていなかったり、貯水池の現況そのものに問題があるサイトも散

見された PSPR によって建設された 66 の貯水池については、2006 年に EDOS のなかでイ

ンベントリー調査が実施され、耐用年数についても目視で確認されているが、本プロジェ

クト実施前に再度すべての貯水池の利水ポテンシャルを調査し、必要に応じてサイト数を

絞ることも検討する。また未完成のサイトについては、今回の協議を通じて早期の完工を

MDA に申し入れた。

（３）C/P 配置上の制約

MDA においては既に複数のドナーにより事業が行われており、多くの要員が割かれて

いる。今後、C/P の選定及びそのかかわり方について、先方と十分協議していく必要がある。

２－３　団長所感

（１）今回の調査では、現地視察で貯水池活用の問題点を把握し、協議では初めて技術協力プロ

ジェクトを実施する MDA に一定の理解を得ることができた。

（２）特に現地調査では各貯水池の実態と利水の状況を確認することができた。大統領特別令と

して各箇所約 1,200 万円の予算を限度として実施されており、蛇籠で施工する比較的安価な

遊水池タイプでさえ施工が中断し、ダムタイプ（均一アースタイプ）では盛り立てが中断し

ているものがあり、工費節減のため取水施設が省かれるなどしていたため、安全性や利便性

に問題を抱えていた。当初から予算が不足することを知りつつも見切り発車したと思われる。

（３）視察したダムタイプの Guidan Bado 貯水池はその典型で、国関連の事業実施機関のひとつ

である農村整備センター（全国で２カ所実施とのこと。そのほかは施工業者が実施）が施工

したが中断しており、ここでさえ当初予算が厳しく設定されていたことがわかる。この堤防

は平年並みの洪水が発生した場合、堤防を越流し破壊される危険性が高い。

（４）蛇籠の堤防の遊水池タイプは、一時的に貯水された範囲で水が浸透・蒸発するまでのわず

かな期間だけ栽培する減水農法のため水利用の自由度がほとんどなく、限られた範囲での農

地の面積拡大しか期待できない。そもそも地形的に平坦な場所に設置しているため、施設を

改修しても貯水容量を増やすことはできず、技術協力プロジェクトで活動の対象とする場合

は限定的になる。

また、本来蛇籠は籠が壊れてから地山に馴染むようになっており、そもそも耐久性はな

い。各村では定期的な籠の補修や除草により耐久性を維持する努力をしている。特に視察し

た Zongon Roukouzoum は施工途中でもあり、蛇籠の直下流の土手が除去されておらず、洪水

時には河床部が洗掘され堤防が破壊される危険性が高い。既に一部で著しい洗掘が確認され

た。このように、今後の洪水の繰り返しによっては農民だけでは補修ができない場合が発生

する可能性は高い。しかし、このタイプを補強するにはコンクリート製の越流堤にするほか

なく、この場合投資効果を得ることができない。
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（５）農業用水の取水は、ダムから直接ポリタンクで汲んでくるか、下流の井戸から汲み上げて

いる。井戸によっては深さが 60m の場所もあるなど潅水に多大な労力を払っている。この

ためダムタイプでは、貯水容量の大小にかかわらず取水施設を整備することにより、貯水池

までの水汲みや井戸汲みの時間の大幅な節減が可能となり、ひいては農業生産活動に時間を

割くことができれば増産に貢献できるとともに、農村の生活改善が期待できる。

（６）貯水池の堆砂の問題については、流域の植林を進めているところもあり、継続的な活動を

技術協力プロジェクトやニジェール独自でも実施していくことが重要である。しかし、堆砂

の根本的な解決方法は浚渫しかなく、Jaja 地区では住民が定期的に浚渫を行っていた。日本

などでも浚渫の問題があるが、土捨て場の用地不足や一般交通への影響が支障となるため実

現されにくいが、ニジェールの場合はそれがほとんどまだ弊害とならないため、将来、貯水

容量が半減した場合にニジェールにより土木事業として浚渫を実施すれば大きな問題とはな

らない。

（７）貯水池の水質については、高い濁度以外は確認できなかったが、乾期で干上がり回転率が

高いため富栄養化の問題は小さいと考えられる。灌漑用水としては著しく濁度が高く、点滴

灌漑の導入はフィルターの洗浄回数が著しく頻繁になることから適してないため、他の節水

方法を検討することとなる。

（８）いずれの貯水池でも流域内での家畜の侵入を厳しく管理していることは、水質上高く評価

できる。しかし、畑地に設置される貯水槽では富栄養化など水質が悪化していた。生活用水

としても貯水池は使用されているが、衛生上井戸水だけを使用するよう改善が必要である。

（９）貯水池の設置で視察したすべての村では井戸の水位が上昇しているとのことだったが、貯

水池が完成する前からの井戸を使用しているため、地下水涵養の効果が十分得られていない。

水脈の深さや利便性からより適切な場所に井戸を設置すること等も生活改善に効果が期待で

きる。

（10）肥料は NPK 混合肥料を購入していた。今後、家畜排泄物の堆肥化を導入すれば、絶対量

としては十分でないが農業所得の改善につながるものと思われる。

（11）タマネギの保存方法としては、他ドナーが提供した貯蔵庫に入れているほか、村によって

は貯蔵庫の増設を希望しているところもあるが、一般の農家の中で吊るし保存する工夫など

で改善することも可能である。技術協力プロジェクトでは、出荷段階までの工程にもまだ改

善の余地がみられる。

（12）開発調査で実施した P/P 地区の農民や普及員は、日本人専門家による技術指導を高く評価

し感謝しており、新たな農業展開に取り組む意欲的な姿勢がみられ、日本人が直接携わるこ

とのインパクトがかなり大きいことがうかがわれた。
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（13）技術協力プロジェクトの活動範囲をタウアとマラディとしたが、そのなかから具体的に対

象地区を選定する必要がある。貯水池の利水ポテンシャルと適切な営農方向を事前に見極め

る必要があるため、実施までに早急にハード的な観点も含め確認する必要がある。

（14）一方、ニジェールとはクールアース・パートナーシップを結んでいる。農業分野として当

該技術協力プロジェクトや現在要請があがってきている新規貯水池の無償資金協力について

も、この枠組みにおけるあり方を考慮するべきである。

（15）当該無償資金協力に係る内容については、本調査団としても事業計画と技術的視点からニ

ジェール農業土木局長に必要なデータと諸元の提出を改めて求めた。

（16）施工技術については、堤防施工に必要なタンピングローラー、振動ローラーもみられたた

め最低限の条件は有していると考えられる。農業土木局長に対する口頭での質問を通じ一定

水準の施工技術を有することは理解できたが、現在提出を求めている施工管理データをみて

改めて判断する必要がある。

（17）新規無償資金協力の要請に対する予備調査は今後手続きに従って実施されることになる

が、PSPR で施工された現在の各貯水池についても、利水の利便性や効率性の向上等ハード

面の課題は十分把握されていない。本技術協力プロジェクトの成果が対象 2 州以外に水平展

開していくために必要な課題を的確に把握するためにも、今回技術協力プロジェクトで対象

とするタウアとマラディで事前に絞り込む調査と同様な観点で、ニアメ・ドッソ・ティラベ

リの 3 州を含め貯水池の現況調査を行うことも有効と考える。

（18）本技術協力プロジェクトの成果の水平展開として将来的な無償資金協力と技術協力プロ

ジェクトの連携を見据え、技術協力プロジェクトのフェーズ 2 も視野に入れた検討をしてお

くことも効果的と考える。

（19）投入する日本人専門家の専門分野については、現時点では灌漑施設の整備や水管理に係る

協力コンポーネントが想定されていないことから、栽培を中心とする営農専門家を主体とし

た構成が適切と考えられる。

（20）今回の協議では、ニジェール側 C/P の手当ての問題などは、完全に合意されていないため、

今後、対象貯水池の絞り込みや活動項目の選定、C/P などを詰める際にあわせて明確にする

必要がある。
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第３章　第２次調査

３－１　調査概要

３－１－１　目的

（１）プロジェクトの枠組みや先方負担事項、日当・宿泊費基準など、標記プロジェクト立ち

上げに際して残された要協議事項について MDA と協議を行い、M/M にて確認する。 

（２）プロジェクト事務所を設置予定のマラディ市において関係者を招いたワークショップを

開催し、本案件の概要や PDM について関係者の合意を得る。

３－１－２　団員構成

氏　名 担当分野 所　属 日　程

西本　玲 総括 JICA ニジェール事務所　所長 1/21 ～ 28

石塚　史暁 調査企画 農村開発部　乾燥畑作地帯第二課　 1/20 ～ 30

３－１－３　調査日程（2010 年 1 月 20 ～ 30 日）

月　日 内　容

1/20（水） （調査企画）移動（成田→パリ）

1/21（木）
（調査企画）移動（パリ→ニアメ）

17：00　JICA ニジェール事務所打ち合わせ

1/22（金）
10：00 ～ 12：00　MDA 本省協議①

PM　ワークショップ準備

1/23（土） 終日　移動（ニアメ→マラディ）

1/24（日） 終日　ワークショップ準備

1/25（月）
09：30 ～ 14：30　ワークショップ

16：30　マラディ DRDA 訪問（事務所スペース確認）

1/26（火） 終日　移動（マラディ→ニアメ）

1/27（水）
11：00 ～ 11：30　MDA 本省協議②

16：30 ～ 09：30　MDA 本省協議③

1/28（木）

10：00 ～ 12：30　MDA 本省協議④

15：00 ～ 17：30　MDA 本省協議⑤

18：30　JICA ニジェール事務所報告

1/29（金）
（総括）M/M 署名

（調査企画）移動（ニアメ→パリ）

1/30（土） （調査企画）移動（パリ→東京）
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３－２　調査結果

３－２－１　協議結果

先方（MDA 次官）と M/M で合意した主な事項は以下のとおり。

（１）プロジェクトの枠組み

PDM ver.1 及び PO ver.1 について、先方と合意した。2009 年 9 月の第 1 次詳細策定計画

調査時のもの（ver.0）からの主な変更点は以下のとおり。

１）当初想定した別調査団派遣ではなく、プロジェクト冒頭において 20 貯水池の水利状

況や社会経済条件についての詳細なインベントリー調査を行う（活動 1-1）。
２）ドッソ・ティラベリ・ニアメ 3 州関係者への研修実施に代え、同関係者等を対象とし

たプロジェクト成果の広報活動の実施や技術マニュアル類の改訂を通じてプロジェク

ト終了後の事業面的拡大を図る（活動 2-10、11 及び活動 3-14、15）。
３）行政強化に係る活動の対象として末端の地方行政機関である「コミューン」の文言を

明記し、プロジェクト活動への巻き込み・各サイトでの成果持続を図る（活動 2-3）。
４）専門家の派遣分野を明記（日本側投入）。

（２）日本人専門家の派遣

EDOS-P/A で提言された「農村開発（総括）」、「組織化」、「灌漑」、「営農・栽培」に、

プロジェクト実施にあたって必要と考えられた「畜産」「保健衛生」「農産物保存・加工・

流通」を加えた 7 分野の日本人専門家派遣を提案したところ、「灌漑」、「営農・栽培」、「畜

産」、「保健衛生」についてはニジェール側に既に専門性が備わっているため、残る 3 分野

のみの派遣としたい旨、先方より説明があった。プロジェクトの運営に柔軟性をもたせる

ためには他分野の派遣可能性を残しておくことが望ましいことから、先方の意向を尊重し

つつ協議を行い、上述の 4 分野については「双方で必要性が確認された場合に限定的に投

入される」旨で合意した。

また、過激派によるテロ・リスクの高まりに伴い
5
、JICAとしては国道1号線以北の都市・

村落部への日本人の立ち入りは在住者等例外を除き制限しており、治安状況が好転しない

限り本案件においても同様の措置が適用される（タウア州の全サイト及びマラディ州の一

部のサイトについて、治安状況が好転するまで、C/P やローカルスタッフ、現地団体等を

通じた遠隔操作にて案件を実施する）見込みであることを先方に申し入れ、M/M 上で確

認した。なお、先方からは、「ニジェール政府としては全土が安全であると認識しており、

本措置はあくまで日本政府及び JICA の安全規則によるものである」旨、説明がなされた。

（３）常勤 C/P 及び農業普及員の配置

MDA が最低 3 名の常勤 C/P の配置及びプロジェクト開始前の JICA へのプロフィール通

知を行うことを確認した。また、MDA が全対象サイトへの農業普及員を配置済みである

こと、及び欠員時に速やかな再配置を行うことを確認した。

5
　 北アフリカに拠点を置く国際テロ組織アルカイーダ系の「イスラム・マグレブ諸国のアルカイーダ組織」の活動が近年ニジェー

ルでも活発化しており、2009 年 9 月にはフランスの核燃料会社アレバの同国人社員 5 名を含む外国人 7 名が、タウア市内のホ
テルで誘拐されている。
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（４）活動経費分担

オーナーシップの醸成や事業の面的拡大を図るうえではプロジェクト経費の一部を先方

が負担することが望ましいことから、協議の冒頭において、9 月の第１次調査時にも獲得

を依頼していた先方 C/P ファンド（MDA 独自予算）について、引き続き 2011 年度分から

の獲得努力を依頼するとともに、予算申請が間に合わない 2010 年度分については貧困農

民支援無償資金協力（Second Kennedy Round：2KR）見返り資金使途申請を行うよう申し

入れた。具体的な費目については、EDOS-P/A で提言されており、かつ各サイトでの事業

実施のうえで最低限必要と考えられる、①普及員のバイク燃料費・メンテナンス代、②ニ

ジェール側関係者の出張旅費・交通費の 2 項目を提案した。

以上の提案に対し、独自予算・2KR 見返り資金が獲得できなかった場合、プロジェクト

の各サイトで活動が止まってしまうことが懸念されるため、上述の 2 項目については日本

側で負担すべきこと、最低 3 名配置される常勤 C/P の出張旅費・交通費のみについて経済

財務省（Ministère de L'Economie et des Finances：MEF）に予算申請を行う意向であることが、

先方より説明された。

先方の意向を踏まえ協議を行い、MDA が上述の 2 項目について 2011 年度以降の独自予

算獲得努力及び 2010 年度分に係る 2KR 見返り資金使途申請を行うこと、これらの独自予

算・2KR 見返り資金が獲得できなかった場合は JICA がこれを負担すること、の 2 点につ

いて合意し、M/M 上で確認した。

（５）ニジェール側関係者の旅費・交通費基準

ニジェール政府が定める外部ドナー案件に従事する公務員の出張旅費基準（1998 年）、

EDOS における旅費・交通費基準（2009 年）等を踏まえ作成した基準（M/M に添付）にのっ

とることを確認した。

（６）プロジェクト事務所

MDA がマラディ州農業局敷地内のオフィススペース及び電気・水道・電話料金を負担

することを確認した。

同敷地を実地で確認したところ、現在は同局員が設計図作成等の作業を行うときのみ使

われている 5 ｍ× 10 ｍ程度の大部屋があり、同スペースをプロジェクト事務所として提

供するよう同局長に依頼したところ、快諾された。

（７）未完工サイトの取り扱い

MDA が獲得済みの予算を使って Guidan Bado サイト（EDOS P/P サイト）の完工を行う

こと、完工のめどが立たない Zongon Roukouzoum（アクションプラン対象サイト）につい

ては完工まで本プロジェクトの対象サイトから外すこと、の 2 点を確認した。

３－２－２　ワークショップ開催結果

プロジェクト事務所設置予定のマラディ市においてワークショップを開催した。既往案件

（EDOS）P/P の成果・アクションプランの内容や JICA 技術協力プロジェクトスキーム、本案

件の概要について説明し、参加者と質疑応答を行った。司会はマラディ州農業局長が務め、同
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州の各省庁・地方行政関係ニアメか、MDA の本省（ニアメ）やタウア州農業局からも参加者

を招聘した。参加者からはプロジェクト内容についておおむね賛同の意が示されたほか、プロ

ジェクトの各活動内容・スケジュールや全体予算額等に関する質問がなされた。

３－３　団長所感

調査全般を通じて次官をはじめとして MDA が国 ･ 州レベルともに EDOS-P/A に基づき前向き

に技術協力プロジェクト協力開始をめざしていることがうかがわれ、C/P 配置や予算措置の努力

などでも前向きな回答が得られたため、前回調査により形成された協力枠組みを前提として、更

に確認が必要であった主要項目の合意を得ることができた。活動詳細は協力開始後に固まるが、

協力全体では今後、次の 2 点に留意することが重要である。

1 つ目は、先方人材資源の活用等を通じたニジェール側オーナーシップの尊重である。専門家

派遣分野を限定して現地人材を有効活用する点に先方関係者がこだわったこと、PDM 年間活動

計画レベルでの追記要望等からも EDOS-P/A を通じて先方に明確なイメージができていることが

わかる。技術協力プロジェクト開始時からいかに先方のイニシアティブに沿って専門家と協働で

きる体制を形成するかが目標達成に向けた円滑な活動実施には不可欠である。特に人員・予算面

での主体的な取り組みを促すことが持続的な活動につながる。

2 つ目は、最終受益者である対象地域農民の生活向上を中心とすることである。マラディのワー

クショップでは関係者の本技術協力プロジェクトに関する基本的理解につながったものの、行政

関係者を中心に日当 ･ 宿泊料や人件費等の点で多くの援助機関と異なる考え方に不満の声も聞か

れた。また、MDA 主管外の活動への他省庁からの関与も今後想定される。技術協力プロジェク

トの制約があるなかで行政関係者をうまく巻き込むことは重要であるが、両州での行政の実施体

制強化に力を注ぐあまり対象農民の生活向上から意識が離れないよう注意が必要である。
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第４章　第３次調査

４－１　調査概要

４－１－１　目的

（１）現地調査及び関係機関と協議を行い、前回調査以降の状況変化を確認したうえで、前回

協議で合意されたプロジェクトの基本計画を必要に応じて修正する。

（２）プロジェクト実施体制（関係機関の受け入れ態勢、事務所、C/P の配置、人員、予算）、

活動内容（達成目標、成果、活動、投入、協力期間、ターゲットグループ）を M/M（PDM、

PO、R/D 案含む）にて確認する。

（３）基本計画について評価 5 項目の観点から評価する。

４－１－２　団員構成

氏　名 担当分野 所　属 日　程

天目石　慎二郎 総括 農村開発部乾燥畑作地帯課　課長 10/1 ～ 25

宗像　朗 農村開発 国際協力専門員 10/1 ～ 29

夏田　照平 評価分析 株式会社三祐コンサルタンツ 10/9 ～ 27

國武　匠 協力企画 農村開発部 乾燥畑作地帯課 職員 10/1 ～ 29

４－１－３　調査日程（2011 年 10 月 15 ～ 29 日）

月　日 天目石、宗像、國武 夏田

10/9 移動（羽田→ニアメ）

10/10 農業省（MAG）農業土木総局（DGGR）インタビュー

10/11
FAO インタビュー

ICRISAT インタビュー

10/12
MAG 農業総局（DGA）インタビュー

MAG 農業技術移転局インタビュー

APRAO インタビュー

10/13 UNDP インタビュー

10/14 SDR 事務局インタビュー

10/15
移動（成田→ニアメ） 資料作成

10/16

10/17
09：00 MAG 次官表敬

午後 団内打ち合わせ

10/18
09：00 MAG 本省協議

15：00 UNDP 協議

10/19 移動（ニアメ→マラディ）
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10/20
10：00 Danja、サイト視察

15：00 マラディ州農業局協議

10/21
08：00 サイト視察

午後 移動（マラディ→ビルニコンニ）

10/22
08：00 Guidan Bado サイト視察

M/M 文書作成

10/23
08：00 移動（ビルニコンニ→ニアメ）

午後 団内打ち合わせ

10/24
09：00 MAG 協議

15：00 首相表敬

10/25
09：00 MAG 協議

17：00 農業大臣協議

（総括）移動（ニアメ→ローマ）

10/26
09：00 JIRCAS サイト訪問

14：00 FAO 訪問

移動（ニアメ→羽田）

10/27 09：00 JIRCAS セミナー参加

10/28 （農村開発、協力企画）

移動（ニアメ→羽田）10/29

４－２　調査結果

４－２－１　協議結果

（１）プロジェクト名称

これまでの名称は「サヘルオアシスプロジェクト」であったが、名称にプロジェクト内

容を反映させることで合意し、「Project on Effective Utilization of Reservoirs and Auto-Promotion 
of Local Communities in the Sahel（サヘル地域における貯水池の有効活用と自律的なコミュ

ニティ開発プロジェクト）」に変更することとした。

（２）PDM・PO 案

１）対象貯水池

JICA 安全対策基準により、タウア市以北のアクションプラン対象２貯水池を対象か

ら外すことで合意した。

２）日本人専門家

日本人専門家の指導分野の見直しを行った結果、①総括／農村開発、②組織化、③灌

漑／農業土木、④農業普及技術、⑤農産物加工・保存・流通、⑥業務調整の 6 分野での

派遣を行うことで合意した。

３）成果４の設定

本プロジェクトではサヘルオアシス開発計画調査（EDOS）で立案された計画の実施

を行うだけでなく、成果の普及・面的拡大を可能とする行政能力強化も目的としている

ことから、そのための活動を成果４として設定した。
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（３）Result Based Management
農業省（Ministère de l’Agriculture：MAG）ではプロジェクトを実施する場合 Result Based 

Management というツールを使ってモニタリング・評価（Monitoring and Evaluation：M&E）
を行うこととしている。内容は PDM、PO とほぼ同様であることから、プロジェクト開始

後、ニジェール側が PDM と PO を基に作成することとした。

（４）コスト負担

第 2回詳細計画策定調査では、バイク燃料費及びC/Pの日当・交通費についてはニジェー

ル側で予算獲得努力をし、獲得が困難な場合は JICA が費用負担するとしていた。協議の

結果、2012 年度予算編成手続きが終了していることから 2012 年については JICA が上記

費用を負担することとし、2013 年以降はニジェール側が費用負担するよう予算獲得努力

をすることで合意した。

なお、ニジェール側からは上記に加え、配置される C/P の給与補填を求める発言があっ

た。調査団からは給与補填には応じられない旨回答したが、MAG で実施されている他ド

ナーのプロジェクトでは、省庁の人間をプロジェクトに配置する際、プロジェクトから給

与を払うことでプロジェクト業務を本来業務と位置づけているとのことであった。そのた

めプロジェクトから給与補填が出ない場合、MAG としても優秀な人間の配置が困難であ

る旨伝えられた。

（５）ニジェール側 C/P
ニジェール側常勤 C/P 3 人に加え、関係各部に本プロジェクトの担当者を置くことで合

意した。調査団からはそれに加え担当者が積極的にプロジェクトにかかわるようニジェー

ル側に手段を講じるよう要請した。

（６）普及員の配置

プロジェクト活動実施にあたり、普及員の対象地域への配置が不可欠であることから、

プロジェクト実施にあたっては普及員を貯水池を含む対象地域へ配置することで合意し

た。

（７）プロジェクト成果の普及

プロジェクトの活動においても州内外への成果の普及に取り組むものの、ニジェール側

もプロジェクトの成果・知見の普及に努めるよう調査団から促した。

（８）貯水池のリハビリ

プロジェクト開始直後に行うインベントリー調査の結果、貯水池にリハビリが必要な状

況が生じた際は、貯水池の修繕は数年おきに行うべき恒常的な業務であること、また本プ

ロジェクトが技術協力であることにかんがみ、基本的にはニジェール側が工事施工に責任

をもつことで合意した。一方、初年度については先方の予算が既に決定しており予算獲得

が困難であることから日本側も一定程度サポートすることとした。
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４－２－２　当該セクターの概要

（１）現状と国家開発計画（農業 ･ 灌漑 ･ 普及）

ニジェールの人口約 1,600 万人の約 80％が農村部に居住し、自給的農業を営んでいるが、

そのほとんどが天水農業であり、収穫量は天候によって大きく左右されている。農業は基

幹産業であり、労働人口の約 90％、GDP の約 40％を占めている。主要作物はミレット及

びソルガムで、全農地 1,500 万 ha の 3 分の 2 で栽培されている。

ニジェール政府は、2002 年 1 月に貧困削減戦略（SRP）を策定し、2015 年までの開発

指針を定めており、そのなかで農村開発は重点 8 分野の 1 つに位置づけられている。2003
年には、同戦略の内容を農村地域に限定した農村開発戦略（Stratégie de Développement 
Rural：SDR）

6
が策定されている。また 2000 年の PSPR において砂漠化防止の取り組みが開

始され、2004 年までに 100 の貯水池造成が計画された。

SDR は SRP の一部を成すものであり、2003 年の貧困率（教育、保健、水、衛生等を含

む包括的な指標）66％を 2015 年までに 52％に引き下げる目標は変わっていない。2011 年

が貧困率の見直しの年であり、貧困プロファイルとして示される予定である。貧困率は下

がってきているものと期待されるが、依然として貧しいのが現状である。SDR の 14 のプ

ログラムも変更はなく、このうち次の 4 つが重要プログラムとされている。

①　灌漑を通じた食糧安全保障

②　地域資源を活用した牧畜振興

③　環境保全、緑の保護

④　農村インフラ（灌漑 ･ 排水、水源開発）整備（カンダジ ･ ダム整備事業等）

SRP 達成のために本プロジェクトの実施が重要であるという点は新政権においても基本

的に変わっていない。新政権は農村開発のビジョンとして、食糧自給率向上政策（3N）
7
を

掲げ、Auto Promotion の考え方に基づき、SDR のプロジェクトを進めている。

各郡には普及員が 1 ～ 2 名配属されているが、短期契約の普及員もおり、契約期間の終

了後、新たな普及員が配属されていない郡もある。他ドナーが実施しているプロジェクト

においては、普及員の動機づけのために追加手当てが一般的に支払われている。このこと

もあり、プロジェクト活動を行っている普及員の活動意欲は高い。農家は 1 世帯 4ha ほど

の耕地をもっていて、町の近くの地域であれば農民グループは多少あるが、活動は畜産や

漁業など特定分野に限られている。町から離れた地域には農民グループはほとんどない。

（２）組織図、予算の流れ

州農業局は農業部と農業土木部に分かれており、この下の県農業部は総務、土木、統計、

普及の 4 課に分かれている。組織上は県の下の郡も同様に区分されており、郡の農業事務

所に普及員が配置されているとのことであるが、日常業務においては、普及員が県農業部

に直接、活動報告を行っており、農業普及活動の実質的な行政単位は県となっている。

州（Region）と県（Department）の予算は中央からの交付金で賄われている。郡（Commune）
には税収財源があり、交付金と税収が郡の予算となっている。大規模な公共事業は中央政

府が実施し、小規模なものは郡で実施されている。

6
　SDR：2003 年に策定された農村地域の総合開発計画。

7
　Nigeriennes Nourrient Nigeriennes（3N）：最近ニジェール政府が打ち出した食料生産強化・自給率向上に係る政策。
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州（Region）と県（Department）の予算は中央

からの交付金で賄われている。郡（Commune）

には税収財源があり、交付金と税収が郡の予算

となっている。大規模な公共事業は中央政府が

実施し、小規模なものは郡で実施されている。  

 
（３）他ドナーの援助動向  
1）主要な他ドナー  

主 要 な 他 ド ナ ー と し て は 、 WB, AfDB, Finland, Spanish Cooperation, Arab 

Development Bank (BADEA), Islamic Development Bank (BID), EU, AFD (France), 
Denmark, Luxembourg, GIZ, USAID, West African Economic and Monetary Union 
(WAEMU),Economic Community Of West African States (ECOWAS)などが挙げられる。 

2）タウア州でのプロジェクト  
タウア州においては FAO が長年にわたり、多くのプロジェクトを行ってきている。主

要な活動は乾燥地における作物の品種改良、灌漑、環境保全であることから、州北部

の降水量が少なく、貧困の度合いが高い地域において、プロジェクトを重点的に実施

している。Keita 県では 1990 年代にイタリアと共同で 6 年間、土地の機能回復と環境

保全の Keita プロジェクトが実施された。小規模ダムによる灌漑を行い、関係者の能

力強化が図られた。Keita プロジェクトは大規模な事業であり、全国的に有名である。  
国 際 半 乾 燥 地 熱 帯 作 物 研 究 所  （ International Crops Research Institute for the 

Semis-Arid Tropics： ICRISAT） 6 は、タウア州において、家畜の飼育方法やササゲ栽

培などの活動を、技術訓練とともに実施している。NGO と連携し、女性グループ等の

参加型訓練では、技術者を圃場に派遣するやり方と、訓練施設に訓練生を集める（5

日間程度）やり方を採用している。タウア州北部では、ミレットやササゲの栽培プロ

ジェクトを行っており、ササゲの種子はベナン産である。タウア州の農民は働き者で

あり、出稼ぎに出る者が多いが、タマネギの産地であり、豊かな農家もなかにはいる

とのことである。  

 
6ICRISAT：インドに本部を置くアジアとサブアフリカを対象とした国際的な農業研究機関

であり、西アフリカではニジェールとマリ、ナイジェリアに拠点が置かれている。主な研

究対象は栄養価が高く、乾燥にも強いヒヨコマメ、ハトマメ、パールミレット、ソルガム、

ピーナッツの開発で、ニジェールでは主にパールミレットの研究を行っている（ソルガム

に関してはマリの支所で研究されている）。研究機関であるが、USAID 及び西アフリカ国

家経済共同体（Economic Community of West African States：ECOWAS）等から資金援助

を受けて WASA（West Africa Seed Alliance）という種子生産のためのプロジェクトを実

施している（「企画調査員報告書(第１号)」阿部真士 JICA 企画調査員 2011 年 5 月 19 日よ

り）。  

 
3）マラディ州でのプロジェクト  

FAO は 2011 年 12 月にルクセンブルクと共同で、優良種子配布のプロジェクトを開始
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１）主要な他ドナー

主要な他ドナーとしては、WB、AfDB、Finland、Spanish Cooperation、Arab Development 
Bank （BADEA）、Islamic Development Bank （BID）、EU、AFD （France）、Denmark、
Luxembourg、GIZ、USAID、West African Economic and Monetary Union （WAEMU）、Economic 
Community Of West African States （ECOWAS）などが挙げられる。

２）タウア州でのプロジェクト

タウア州においては FAO が長年にわたり、多くのプロジェクトを行ってきている。

主要な活動は乾燥地における作物の品種改良、灌漑、環境保全であることから、州北部

の降水量が少なく、貧困の度合いが高い地域において、プロジェクトを重点的に実施し

ている。Keita 県では 1990 年代にイタリアと共同で 6 年間、土地の機能回復と環境保全

の Keita プロジェクトが実施された。小規模ダムによる灌漑を行い、関係者の能力強化

が図られた。Keita プロジェクトは大規模な事業であり、全国的に有名である。

国際半乾燥地熱帯作物研究所 （International Crops Research Institute for the Semi-Arid 
Tropics：ICRISAT）

8
は、タウア州において、家畜の飼育方法やササゲ栽培などの活動を、

技術訓練とともに実施している。NGO と連携し、女性グループ等の参加型訓練では、

技術者を圃場に派遣するやり方と、訓練施設に訓練生を集める（5 日間程度）やり方を

採用している。タウア州北部では、ミレットやササゲの栽培プロジェクトを行っており、

ササゲの種子はベナン産である。タウア州の農民は働き者であり、出稼ぎに出る者が多

いが、タマネギの産地であり、豊かな農家もなかにはいるとのことである。

３）マラディ州でのプロジェクト

FAO は 2011 年 12 月にルクセンブルクと共同で、優良種子配布のプロジェクトを開始

する予定である。インフラ整備は行わない計画であり、配布する種子は、雨期作のミレッ

トとソルガム、乾期作の野菜（トマト、タマネギ、キャベツ、レタス等）で、栄養改善

も目標としている。

8
　 ICRISAT：インドに本部を置くアジアとサブアフリカを対象とした国際的な農業研究機関であり、西アフリカではニジェールと
マリ、ナイジェリアに拠点が置かれている。主な研究対象は栄養価が高く、乾燥にも強いヒヨコマメ、ハトマメ、パールミレッ
ト、ソルガム、ピーナッツの開発で、ニジェールでは主にパールミレットの研究を行っている（ソルガムに関してはマリの支
所で研究されている）。研究機関であるが、USAID 及び西アフリカ国家経済共同体（Economic Community of West African States：
ECOWAS）等から資金援助を受けて WASA（West Africa Seed Alliance）という種子生産のためのプロジェクトを実施している（「企
画調査員報告書（第１号）」阿部真士 JICA 企画調査員 2011 年 5 月 19 日より）。
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ICRISAT はマラディ州において“African Garden Market プロジェクト”を実施しており、

ハイビスカスなどの栽培を行っている。普及員の役割は重要であるが 1 人で 5 ～ 10 村

を担当しており、増員が望まれる状態であることから、プロジェクトでは教育を受けた

村人がファシリテーターとして活躍している。ファシリテーターの選出は、村に行って

面談し、他の村人との関係を観察したうえで決めるとのことであった。

（４）他ドナーの事業からの教訓 ･ 連携可能性

１）小規模灌漑プロジェクト（FAO、スペイン）

FAO は食糧安全保障を目的とし、タウア州とジンダー州（マラディ州の東隣）にお

いて 2008 ～ 2012 年の期間、小規模灌漑プロジェクトをスペインと共同で実施中である。

主要な活動は、インフラ整備（堰、井戸、水路）、優良種子 ･ 資機材の配布、普及員の

能力強化である。先に行われた中間評価の結果、以下の 3 点が提案されている。

①　小規模ダムの補強工事が必要である。

②　家畜が作物を食べるのを防ぐために、植栽による柵を設置する。

③　ジェンダー配慮が必要であり、女性グループの支援に重点を置く。

①は本プロジェクトの重要な活動であり、②も対象地区での被害が想定されることか

ら、本プロジェクトの初期段階に、FAO のプロジェクト活動の詳細を聞き取り、意見

交換を行い、先行事例の教訓に学ぶことがプロジェクトの実施に有効と思われる。

③については、タウア州では雨期が終わると 3 カ月ほど出稼ぎに出る男性が多く（行

き先はコートジボワール、ベナン、トーゴなど）、残された女性が畑仕事や家事、子供

の世話をしており、脆弱な状況にある（降水量の少ない北部でより多くみられる）こと

を踏まえて、女性グループを組織し、マイクロファイナンスを含む生計向上活動を行っ

ている。本プロジェクトの対象貯水池サイトでは、出稼ぎの割合は比較的少ないようで

あるが、出稼ぎが農民の暮らしに与えるインパクトはとても大きいことから、プロジェ

クトの活動を計画する際には、出稼ぎとその影響を受ける女性の役割を十分に考慮する

ことが必要である。

マイクロファイナンスの活動では、最初の資金として全体で 1 億 CFA フランを投入

し、リボルビング ･ファンドを行っている。女性グループは 1 グループ 20 名ほどであり、

きちんと返済し、利子（3 カ月 10％）も支払っている。一方、男性グループは 1 グルー

プ 20～ 30名ほどで、畑地灌漑用の小型発電機や収穫物運搬用のカートなどの購入を行っ

ており、タマネギなどは 6t/ha の収穫があることから採算は取れているが、ローンの返

済をしない者が多い。また、男性は、利子は宗教的に受け入れられないとして、支払い

を拒否するケースがある。

このため 2012 年 5 月以降は、女性グループへの貸付を中心に行う予定であるが、家

庭内で女性が借りた資金を男性が取り上げてしまうということもあり、課題が残ってい

るとのことであった。プロジェクト終了後、利子はモニタリングや普及活動の燃料代に

あてられる計画である。
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２）MDGs 促進フレームワーク（MDGs Acceleration Framework：MAF）
MAF は MDGs の 8 ゴールのうち、第 1 のゴール（貧困率を半分にする）を達成する

ための枠組みであり、UNDP が調整を図っている。FAO ニジェール事務所は、JICA と

の連携を期待しており、特にプロジェクトの対象が重なる地域では、情報を共有し、連

携による協同効果を出していきたいとの意向である。本プロジェクトの開始前には、両

者の代表協議を行い、協同する活動内容を詰めることになるものと思われる。

一方、FAO ニジェール事務所では毎月第 3 水曜日に Food Security Cluster Meeting を、

関係機関を集めて行っている。自然 ･ 社会環境の厳しい状況下でのプロジェクト実施を

考えると、本プロジェクトの実施においては MAF の枠組みを使って広く、他の開発支

援パートナーと情報交換を行うとともに、現場レベルの活動については、こういったド

ナー会合を活用し、他のプロジェクトの成果 ･ 教訓を学ぶとともに、本プロジェクトの

活動情報を発信していくことが重要である。

３） IARBIC（Projet Intensification de l’Agriculture par le Renforcement de Boutiques d’Intrants 
Coopératives）
MDA と FAO が実施してきた IARBIC の成果を基に、MDA はプロジェクトのやり方

を変えようとしている。すなわち、従来のプロジェクトは政府の組織体制を基に普及員

を通じて実施されてきたが、このやり方では普及員が農民に手本を見せることが精一杯

であり、農民はただ見ているだけで、浅い技術移転しか行われてこなかったことから、

今後は、各プロジェクトが農民グループに直接働きかけ、Farmer Field School （FFS）の

手法を用いることにより、深い技術移転を行うとともに、技術移転を受けた農民が次の

農民グループに教えることにより、普及の面的な広がりを図るというやり方である。

新方式では官僚的な弊害を避けることもでき、プロジェクトの実施効果を高めること

が期待されている。ニジェール政府はこの方式を採用することを決めており、来年には

新しい法律が公布される予定である。新方式のプロジェクト実施体制は、食糧の生産現

場（農民グループ）である地方が権限を強めることになり、地方分権化を通して 3N を

めざす動きといえる。

４－２－３　現地視察概要

2011 年 10 月 19 日から 23 日まで本プロジェクトの対象地域であるマラディ州、タウア州を

訪問した。この間にマラディ州農業省事務所（農業普及局と農村土木局）、マラディ州グダロ

ジ県農業事務所（農業普及局）、タウア州県農業事務所（農業普及局と農村土木局）を訪れた。

また、マラディ州ではダンジャ・ミニダム
9
、クルフィンクラ・ミニダム、エルコタ・洪水堰

10
、

バクソモバ・洪水堰、ラフィンワダ・ミニダムを、タウア州ではギダンバド・ミニダムの合計

6 カ所の貯水池を現場視察した。この間、マラディ州グダロンジ県の普及員から聞き取りを行

う機会を得た。

今回のプロジェクトの対象地域であるマラディ州、タウア州の貯水池の利用状況、貯水池の

9
　 堰堤を建設して、雨水や河川の水を一定期間或いは通年に渡って貯水するような貯水池。

10
　 EDOS では遊水池とされる。雨期に河川を堰き止めて、その両岸に水を流すような貯水施設。今回視察したものは、すべて川

を堰き止めて人工洪水のような状態にして洪水冠水地域で農業活動を行う形式だったので、とりあえず“洪水堰”と仮称する。
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維持管理や農業活動を行う組織化のあり方は多様である。程度の差こそあれ、すべての貯水池

が周辺の村落の水利条件に良い影響を与えていることは明らかである。しかし、ダンジャ・ミ

ニダムのように村人が貯水池の有用性を十分に認識できておらず、貯水池の潜在的な有効性を

引き出せていないケースもある。
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的な有効性を引き出せていないケースもある。                       

ダンジャの構造物  

 
クルフィンクラ・ミニダムでは、マイクロクレジットから生まれた女性グループが、

FFS 手法による農業普及の支援も受けて貯水池を有効活用して野菜栽培を拡大してい

る。一方で、エルコタ・洪水堰やバクソ

モバ・洪水堰のように、ようやく住民が

乾期の野菜や果樹栽培などを開始し貯水

池の有効活用を始めた段階で、堰（貯水

池）が破損して貯水・給水機能が失われ

つつあるケースもある。このようなケー

スでは、住民による日常の維持管理も促

進しつつ貯水池の修繕をプロジェクトが

行って、その潜在能力を最大限発揮でき

るように図っていくべきである。  

修繕が必要な洪水堰（バクソモバ）  

 
JICA が EDOS プロジェクトを通じて支援したタウア州のギダンバド・ミニダムでは、

貯水池の建設に構造的な欠陥があるにもかかわらず、住民が貯水池利用者組合を結成

して独力で維持管理・修繕工事を開始している。また、貯水池を利用した漁業活動も

順調に拡大しており、パイロット事業の効果が発現しつつある。一方で、この地域で

も周辺地域での農業活動はより活性化できる余地が大きく、引き続き何らかの技術支

援を行う必要性が感じられた。EDOS のパイロットサイトに関しては、今後のプロジ

ェクトの対象貯水池の関係者に対する先進事例としての紹介を行うとともに、パイロ

ット活動で開始された事業のモニタリングと側面支援を行うのが適当と思われる。  

全体として、多くの貯水池で政府及び JICA によるある程度の維持管理・修繕事業を

行い、それを組織化の契機として貯水池管理組合の結成や育成といった組織化支援、

貯水池のより有効な活用を図るための営農支援などを行うのが適当と感じられた。貯

水池の維持管理については、政府と住民組織の役割分担を明確にして長期的な維持管

理計画を作成・実施する必要性が高い。貯水池の有効活用については、野菜栽培や魚

養殖活動などの成功例について FFS 手法などを用いてより広く地域住民に普及拡大

していくべきである。大きく、１）政府（JICA）の修繕事業、２）政府と住民による
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持管理・修繕工事を開始している。また、貯水池を利用した漁業活動も順調に拡大しており、

パイロット事業の効果が発現しつつある。一方で、この地域でも周辺地域での農業活動はより

活性化できる余地が大きく、引き続き何らかの技術支援を行う必要性が感じられた。EDOS の

パイロットサイトに関しては、今後のプロジェクトの対象貯水池の関係者に対する先進事例と

しての紹介を行うとともに、パイロット活動で開始された事業のモニタリングと側面支援を行

うのが適当と思われる。

全体として、多くの貯水池で政府及び JICA によるある程度の維持管理・修繕事業を行い、

それを組織化の契機として貯水池管理組合の結成や育成といった組織化支援、貯水池のより有

効な活用を図るための営農支援などを行うのが適当と感じられた。貯水池の維持管理について

は、政府と住民組織の役割分担を明確にして長期的な維持管理計画を作成・実施する必要性が

高い。貯水池の有効活用については、野菜栽培や魚養殖活動などの成功例について FFS 手法

などを用いてより広く地域住民に普及拡大していくべきである。大きく、１）政府（JICA）の

修繕事業、２）政府と住民による維持管理計画の策定・実施、３）FFS 手法を用いた成功事例

の普及拡大、をプロジェクトの柱にすべきと思われる。

貯水池に関連する MAG の普及活動は、体系的になされているとはいえず、プロジェクトに

よる協力を通じた業務改善の余地が極めて大きいものと予想される。そのためには、まず各貯

水池を担当する普及員が確実に配属されることが必要である。これについては、今回の M/M
や R/D の署名時に、プロジェクト開始までに各サイトを担当する普及員を確実に配属させる

ように MAG（中央）に求めていくべきである。

プロジェクトサイトになる貯水池は、普及員が通常勤務する郡農業事務所からは遠い場合が

多いと考えられ、バイクの支給が必要と思われる。中央では日当を払わないと普及員が定着し

ないということであったが、必ずしもそうではないのではと感じた。首都ニアメや場合によっ

ては近隣のフランス語諸国での研修やセミナー参加などをインセンティブにして、普及員にプ

ロジェクト活動に積極的にかかわらせるような工夫をまず試してみるべきと、感じられた。

貯水池の維持管理や活用、さまざまな貯水池関連組織の活動などについて、普及員から郡、県、

州、中央の MAG への報告体制やそれに伴う活動計画や予算配分が体系的に行われているよう

には感じられなかった。これについては、プロジェクト開始時に報告、情報の流れや指揮命令

系統について現状を再度確認し、改善の余地がある場合は（おそらく改善の余地が大きいと予

想される）、プロジェクト対象貯水池サイトの担当普及員からの報告やこれに対する上部機関

からの指導支援を確立して、将来の貯水池利用者組合による貯水池管理業務のモデルとなるよ

うに、プロジェクトで支援していくべきと思われる。

また、普及員間の経験共有や定期会合の機会がないようなので、プロジェクトで意識的にそ

ういう機会をつくり、MAG による将来の普及員の研修を経験共有や定期会合で代替していく

ような支援が考えられる。普及員研修を制度化する戦略もあり得るが、現状でその端緒となる

ような制度や組織が見当たらないので、むしろ「普及員間の経験共有によってその能力を高め

ていく」方が持続性の観点からも現実的かつ効率的と思われる。

IARBIC など FAO の支援の結果、FFS（または畑の学校）が普及員にも比較的よく知られて

いて、農業普及の柱のひとつになりつつあるようである。プロジェクトでは、FAO など FFS
を推進している組織と協力して、FFS による貯水池周辺の農業振興や生活改善を図っていくの

が適当と思われる。
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多くの貯水池で貯水池利用者組合が必ずしも活発でないなか、漁業や野菜組合など住民が直

接便益を感じられる組織が比較的よく機能しているように感じられた。何らかの形の貯水池管

理委員会は必要であるが、その入り口として漁業や野菜組合など住民が貯水池からの便益を感

じられる組織を先行してつくり、その延長線上で「貯水池を実質的に管理する組合」を組織化

していくようなアプローチも試していくべきであろう。今のところ貯水池利用者組合の形は固

まっていないようなので、対象貯水池の状況をみて柔軟に考えていくべきである。EDOS のパ

イロット貯水池であったタウア州のギダンバド・ミニダムでは、貯水池利用者組合のほかに漁

業委員会が活発に活動し、貯水池の管理にも力を発揮している。このような貯水池利用者組合

の成功例がほかにもあると予想されるので、貯水池管理の優良事例が広がっていくように、普

及員の現場での活動を通じてこのような優良事例を発掘し、これを使って後発の貯水池管理関

係者との相互訪問を行うなどさまざまな形でプロジェクトで支援していくべきと思われる。

４－２－４　UNDP・MAF との連携

（１）これまでの経緯

2011 年 6 月に東京で開催された MDGs フォローアップ会合において、日本と UNDP が

合同でセッションを行ったことを契機に、UNDP・JICA 間で MAF の下で本プロジェクト

と UNDP 事業との連携について検討することとしている。本プロジェクトにおいても、

MAF との関連について整理し UNDP 現地事務所から事業内容を確認したうえで、MAF に

よる計画と親和性の高い活動について、プロジェクト開始後の連携の具体的な中身につい

て検討を行うことを目的に UNDP ニジェール事務所と協議を行った。

（２）協議概要

調査団からプロジェクトの概要を説明し、MAF の下での連携について UNDP に意見を

求めたところ、UNDP からは以下の通り回答があった。

１）MAF は事業や戦略ではなく手法（メソドロジー）であり、現在存在している戦略が

機能していない理由（ボトルネック）を特定し、その克服のために必要な投入（ギャッ

プ）を検討したうえで集中的に投入を行うもの。

２）（連携のために現在 MAF で実施されているプロジェクトリストと概要を求めたところ）

現在実施されているプロジェクトは大小問わず 1,000 以上存在する。これらが何の調整

もなくばらばらに実施されていることが問題であると認識している。

３）一方、実施中のプロジェクトのコーディネーションは MAG が担当し、新規のコーディ

ネーションは現在は大統領府が事務局となり、今後は 3N 事務局が担当することとなる。

SDR はこれまでコーディネーションの中心的な役割を期待されてきたが、機能してい

ない。今後は 3N が戦略・コーディネーションともに中心的な役割を果たすことになる

と予想している。UNDP は今後、3N 事務局に技術支援を行いコーディネーション機能

の強化を図る予定。

４）連携可能な案件としては FAO か UNICEF が考えられるが、具体的な内容については

直接聞いて欲しい。

５）UN 機関以外では EU が MAF に参加することとなっている。JICA はそれに続くパー

トナーとなるため、歓迎したい。
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６）MAF に参加する利点としては、開発パートナー間での情報共有・情報発信が円滑に

なることや、MAF の広報をプロジェクトの広報に利用できることが挙げられる。

７）今後の具体的な手続きとしては、JICA のプロジェクトが MAF に位置づけられること

や事業予定金額を記載した覚書（MOU）の署名を行う。本 MOU は紳士協定のようなも

のであり、MAF に参加しても JICA は JICA のプロシージャーどおりに事業実施を行い、

何か新たに手続きや業務が発生するものではない。

（３）今後の対応方針

当初予想していたようなコーディネーション機能を UNDP が果たすわけではなく、具

体的な連携までは先方からは期待されておらず、UNDP からすれば、ギャップを特定し投

入すべき分野を明確にすることで投入を集中的に行うよう促すところまでが MAF を通じ

ての狙いであり、その先のプロジェクト間の連携は現時点では各組織に委ねられているよ

うであった。それであってもプロジェクトの広報や連携相手を今後探すうえで、JICA と

しても MAF に参画する利点は見いだせることから、MAF に参加することに前向きに検討

する旨先方に伝え、UNDP 側も了解した。

４－３　団長所感

（１）協力の成果の面的展開について

本プロジェクトは、2005 年から 4 年間実施された開発調査「サヘルオアシス開発計画調査」

で策定されたアクションプラン「EDOS-A/P」の実施を通じたコミュニティ開発、農業生産

の拡大等の推進が目的である。EDOS-A/P では先行 2 州（タウア州、マラディ州）を JICA が、

残り 3 州（ドッソ州、ティラベリ州、ニアメ州）をニジェール側が実施する計画であり、本

プロジェクトでも上記 2 州を対象とすることとしている。ただし、将来の他地域への展開の

基盤を築くため、成果 4 として先方政府（中央、州）の事業実施能力強化を追加し、本プロ

ジェクト終了後のニジェール政府による持続的な取り組みを支援することとした。

また、今後の面的展開を踏まえ他地域（3 州）への普及・拡大が可能な成果を導き出すため、

同様に成果４において貯水池を利用した活動を通じて得られた成功事例等を分析し、他地域

で導入可能な知見を得ることとした（教訓をまとめる、技術パッケージの開発等）。さらに、

本プロジェクトの活動の一環として、上記知見を会合、ワークショップの開催などによる他

地域との共有にも取り組むこととしている。

ニジェールのプロジェクト実施環境は他のアフリカ諸国と比べても相当厳しく、面的展開

はおろか持続的な活動の実施自体容易ではない状況にある。しかし 5 州で幅広く受け入れら

れる「身の丈に合った知見」を見いだすことにより、持続的な活動や将来の面的展開につな

げていくことが求められる。

（２）対象地区についての選定について

１）貯水池の維持管理状況に基づくレビューの実施

EDOS-A/P では、貯水池の維持管理状況を基に工学的観点から対象貯水池を選定した（タ

ウア、マラディ両州で計 20 カ所）。このうち、治安上の問題から対象外となるタウア州北

部の 2 つの貯水池を除くと計 18 貯水池が残る。したがって、本プロジェクトでは上記 18
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貯水池を対象とすることを基本とする。

しかし、今回の現地調査の結果、既に一定の破損が生じ活動開始に先立ちリハビリを要

する貯水池が複数認められた。協力当初に計画されている貯水池インベントリー調査の結

果、仮に深刻なダメージを受け大規模なリハビリを要する貯水池が認められた場合、コミュ

ニティによる活動自体が実施困難であることから、対象から外すことも検討が必要である。

なお、リハビリ経費は原則ニジェール側負担とすることを確認（1 年目は日本側で一定

程度負担）し M/M にも記載したが、ニジェール側は慢性的な財政難に直面しており、当

該予算の確保も不透明である。したがって、仮にニジェール側による予算措置がなされな

い場合、活動の遅延を避けるため一定規模以下のリハビリ（1 カ所 100 ～ 200 万円程度）

の場合には日本側による対応も検討する必要がある。

２）他の視点からの検討（成果の発現の見込み）

対象貯水池の最終選定にあたっては、貯水池の工学的維持管理状況に加えて、「ファシ

リテーター」として重要な役割を担う普及員の配置・活動状況（配置の有無、今後の配置

見込み）、コミュニティの体制（コミュニティ活動の活発度、深刻な Conflict の有無）な

どさまざまな要素を勘案する必要がある。仮に深刻な阻害要因が認められ成果の発現が期

待できないと判断された場合、場合によっては対象から除外することも検討が必要となる。

なお、現段階では万が一対象から除外する貯水池が生じた場合のその後の対応について

は未定である。①対象貯水池数を減らす、②一定の数（18 貯水池）を対象とする案が想

定されるが、仮に対象貯水池を追加する場合、他地域にも適用可能な成果の発現が期待で

きる比較的条件に恵まれた貯水池から選定することが望ましい。

（３）ニジェール側の実施体制

ニジェール側のプロジェクト実施体制は極めて脆弱な状況にある。ニジェール側の主体的

な取り組みの重要性にかんがみ、以下のとおり日本側より十分な人員配置及び予算措置を求

めた。

１）人員配置

中央レベルの常勤 C/P は 1 名のみ（対象 2 州を含めて計 3 名）との説明を受けたことか

ら、日本側より必要人数の配置（増員）を求めたところ、常勤 C/P の増員は叶わなかった

ものの関係部局の参画が約束された。ただし、関係部局の参画が実態の伴わないものとな

らないよう、プロジェクト活動の進捗を定期的に関係部局と共有し、適宜必要な技術支援

がなされるようプロジェクト初期段階から中央レベルのプロジェクト実施体制の確立を図

る必要がある。

また、州／現場レベルでは普及員の役割が重要となるが、必ずしも普及員が十分配置さ

れているわけではない。普及員の増員を求めたところ、国全体で普及員増員計画があるこ

とが明らかとなった。普及員はコミュニティ活動の推進において「ファシリテーター」と

して重要な役割を担っていることから、引き続き普及員の適正配置及び能力強化を促して

いく必要がある。

２）各部局のかかわり方

本調査実施中に MAG との協議を繰り返し行ったが、出席者及び出席部局が一定せず一

貫性のある議論に支障を来した。本プロジェクトは貯水池の利用を通じた農業生産を中心
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とするコミュニティ開発の推進を目的とするが、上記背景には貯水池関連業務は農業土木

総局（Direction Générale du Génie Rural：DGGR）が、コミュニティ開発・普及関連業務は

DGA が所掌するなど複数の部局にまたがることとともに、ニジェール側に当事者意識が

十分醸成されていない点が挙げられる。ニジェール側の事業実施能力の強化及び成果の共

有・面的展開（成果 4）を進めるためにも、今後ニジェール側の主体性の強化が重要な課

題である。

３）予算措置

今後の活動の持続性の観点から活動実施に必要となる予算の先方負担を強く求めたも

のの、2012 年 1 月からの予算計画は策定済みであることを理由に、１年目は本プロジェ

クト向け予算の確保は不可能との回答を受けた。本事情から、やむを得ず１年目につい

ては日本側で一定の負担を行うことに同意し、M/M に記載した。しかし、2 年目以降はニ

ジェール側による予算確保が必要となる点を伝え、両者で原則ニジェール側で対応して

いく方針を確認し、M/M に記載した。ただし、ニジェール側の体制は著しく脆弱であり 2
年目以降の予算措置も予断を許さない。したがって、2 年目以降も日本側で一定程度負担

（バイクの油代、C/P の日当・宿泊他）が必要となる可能性につき留意する必要がある。

（４）他ドナーとの連携

上述のとおり政府の体制が極めて脆弱であることから、活動の持続性を高め、将来の面的

拡大を図るには他ドナーとの連携の可能性を積極的に探っていく必要がある。FAO 等が類

似地域で活動を実施していることから、将来の連携に向けまず情報の共有から始めることが

求められる。

今般、UNDP はドナー間の有機的連携を通じた戦略的な農業セクター開発の推進を目的に

MAF を策定したが（詳細は前項参照）、UNDP との協議の結果、本プロジェクトを MAF に

位置づけることで双方合意した。これに伴い、本調査実施中、UNDP がニジェール国ブリジ・

ラフィニ首相に MAF の説明を行う際同席する機会を得た（他機関では JICA のみ）。当方よ

り本プロジェクト概要及びその成果の他州への面的展開の必要性を述べたところ、同首相よ

り貯水池等を利用した農業生産強化の重要性とともに、本プロジェクトはニジェール政府が

進める食料生産強化・自給率向上に係る政策「3N」の推進につながるものである旨が述べ

られた。今後は MAF を通じて本プロジェクト及びその成果を幅広く知らしめるとともに、

持続性を担保するため各種支援、政府側の予算措置等を引き出すべく必要な働きかけを行っ

ていく必要がある。

（５）青年海外協力隊（Japan Overseas Cooperation Volunteers：JOCV）の活用

ニジェールの安全面の悪化に伴い 2010 年に約 80 名の JOCV の引き上げを行って以来、

JOCV の派遣は見合わせが続いており、現在も再開のめどは立っていない。しかし、ニジェー

ルにはこれまで 25 年にわたり JOCV を派遣してきた実績があり、ニジェール側の評価も高い。

今回の現地調査地区のなかにも上記引き上げまで JOCV が派遣され、その活動を評価する声

を聞くことができた。本プロジェクトは貯水池を利用したコミュニティ開発が中心であるこ

とから活動自体も身の丈に合った実践的なものが多く、JOCV の側面支援はプロジェクト活

動の推進に大きく貢献すると思われる。将来 JOCV 再開の兆しがでてきた場合には、本プロ
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ジェクトとの連携を念頭に JOCV の派遣を具体的に検討することが望まれる。

（６）安全対策について

今回のマラディ州訪問時にはコンボイ（複数車両が車列を組んで移動）で、タウア州のサ

イト訪問時にはコンボイに加えて憲兵隊が各車両に乗り込み移動した。現地訪問した限りで

は特段の治安上の問題は認められなかったが、ニジェールではこれまでも度々政情不安、治

安上の問題が発生してきたことから、安全面に対して細心の注意を払いプロジェクト活動を

進める必要がある。今後選定されるプロジェクト専門家チームは、現地訪問時はコンボイ、

憲兵隊の同乗など JICA ニジェール支所の指示に従って安全に係る指示を順守し活動を展開

する必要がある。
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第５章　プロジェクトの基本計画

５－１　プロジェクト概要

５－１－１　対象地域

プロジェクトの対象地域は、ニジェールの中南部に位置するマラディ州及びタウア州の 2 州

である。現地調査を行った 10 月下旬は雨期の終りの時期であり、緑も比較的多く、特にマラディ

市はニアメよりも涼しく感じられた。視察した貯水池には十分な水量があり、貯水池灌漑の可

能性が感じられた。

EDOS-A/P では、マラディ州及びタウア州を第 1 群、ドッソ州（タウア州の西隣）を第 2 群、

ニアメ州（ドッソ州の西隣）とティラベリ州（ニアメ州の北西隣）を第 3 群に分けて、貯水池

灌漑によるコミュニティ開発が計画されている。本案件の当初計画では、日本の支援で第 1 群

を実施し、残り 2 群の計 3 州をニジェール側で実施することが検討されていたが、ニジェール

の厳しい財政状況並びに事業実施能力にかんがみ、3 州における取り組みについては、明確に

されていなかった。

第 3 次調査では貯水池灌漑の有効性及び現実的な実施体制が確認された。残る 3 州での事

業実施は、ニジェール独自での実施は困難な状況であるが、一方では、国際機関や他ドナー、

NGO による開発支援が活発に進められるとともに、これら開発パートナー間の現場レベルで

の協力、そして MAF による調整 ･ 連携が進められていることが明らかになった。

このため、本プロジェクトの対象地域は 2 州であるものの、得られる成果 ･ 教訓を活用し、

残り 3 州においてニジェール側が開発パートナーの支援を受けながら、同様の事業を実施して

いくことは可能であると判断された。残り 3 州へのプロジェクト成果 ･ 教訓の拡大は、上位目

標として設定されることとなり、州を超えた波及効果が得られるように、活動内容が検討され

た。

５－１－２　受益者 ･ 期間 ･ 機関

（１）受益者

本プロジェクトの直接受益者は、プロジェクト対象貯水池の利用者グループ約 40 グルー

プ程度（およそ 800 名）並びに、マラディ州 ･ タウア州の DRDA 職員（普及員を含む）

の約 30 名である。間接受益者は、プロジェクト対象貯水池の利用者、約 77,000 名と推定

される。

利用者グループは貯水池利用者組合を基本に、例えば、稲作グループといった活動別の

グループが考えられることから、対象地区の状況やニーズに合わせて組織化を行うことと

する。既存グループも含めて、1 つの対象地区で 2 ～ 3 のグループが活動するものと想定

される。

（２）事業期間

プロジェクトの実施期間は 3 年間で計画されており、2012 年 1 月～ 2013 年 12 月（36 カ月）

の実施をめざしている。対象地域の雨期は 5 ～ 11 月であり、2012 年 1 月からプロジェク

トが開始されると、3 回の雨期作と 2 回の乾期作を行うことが可能である。
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（３）相手国側実施機関

ニジェール側の実施機関は MAG である。プロジェクトの窓口は従来、貯水池灌漑の観

点から DGGR が担当してきたが、活動の中心は灌漑を通じた営農改善であり、活動現場

での C/P は農業普及員であることから、本プロジェクトの主管総局としては普及技術移転

局を含む DGA が望ましい。今回の MAG との協議では、この点を調査団から申し入れた。

マラディ州 ･ タウア州の DRDA も農業部と農業土木部に分かれており、貯水池の改修 ･

維持管理に係る活動は、農業土木部が担当することとなるが、MAG 本省と同様に州にお

いても、農業部がプロジェクトの主管部となることが望ましい。この点については、本省

での決定に沿って州の体制も決まることになるものと思われる。

５－２　PDM

（１）上位目標

・タウア州 ･ マラディ州においてプロジェクト対象貯水池が持続的に利用される。

・ドッソ州 ･ ニアメ州 ･ ティラベリ州における貯水池利用に、プロジェクトの成果 ･ 教訓が

活用される。

（２）プロジェクト目標

タウア州及びマラディ州において貯水池の有効活用を通じた持続的な農村開発が促進され

る。

（３）成果及び活動

成果 1：対象地区における利水状況、適切な営農の方向性、実施すべき活動が明らかになる。

1-1. タウア州 ･ マラディ州の対象 18 貯水池に係るインベントリー調査結果のアップデート

を行い、必要に応じて改修工事を行う。

1-2. 1-1. の結果に基づき、プロジェクト対象貯水池及び各貯水池サイトでの実施事業を決定

する。

1-3. 環境社会影響調査を行う。

指標：各サイトにおけるプロジェクトの実施計画が作成される。

成果 2： 対象貯水池サイトにおいて、普及員及び貯水池利用者による貯水池有効活用のための

体制が整備される。

2-1. 普及員に対して普及活動強化のための研修を行う。

2-2. MAG・各州農業局を中心とした情報の蓄積 ･ 共有体制を構築する。

2-3. 貯水池利用者組合や村落土地委員会等、貯水池の有効活用に必要な組織を設立する。

2-4. 上述の組織に対して、貯水池の維持管理に関する研修を行う。

2-5. 上述の組織に対して、天然資源の管理に関する研修を行う。

指標：・貯水池有効利用のための組織が 18 以上となる。

・7 割以上の研修参加者が研修内容を理解する。

・7 割以上の関係者がプロジェクトの重要情報を理解している。
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成果 3：対象貯水池サイトにおいて、貯水池利用者の収益が改善される。

3-1. 灌漑農業の組合を訓練する。

3-2. 農産物の加工 ･ 貯蔵 ･ 流通の組合を訓練する。

3-3. 家畜飼育及び養殖の組合を訓練する。

3-4. 生計向上活動を導入する。

3-5. マイクロファイナンスを導入する。

3-6. 活動のために必要な、貯水池の小規模改修や簡易取水施設の設置を行う。

3-7. 最終環境 ･ 社会影響評価を行う。

指標：対象貯水池の利用者の収益が 2 割向上する。

成果 4：州農業局及び MAG の事業実施能力が強化される。

4-1. 州農業局から MAG への報告体制が確立される。

4-2. プロジェクトの成果 ･ 教訓を取りまとめ、関係者を対象にワークショップを開催する。

4-3. 貯水池利用者の組織化、能力強化及び収益向上に係る各種ガイドライン及びマニュアル

を改訂する。

4-4. 関係者に対して、貯水池利用者の組織化、能力強化及び収益向上に係る成果の広報を行

う。

指標：・7 割以上の研修参加者が研修内容を理解する。

・州農業局及び MAG の関係職員のうち、7 割の職員が改訂された各種ガイドライン及

びマニュアルの内容を理解する。

・州農業局及び MAG の関係職員のうち、7 割の職員が広報活動のやり方を理解する。

５－３　投入

（１）日本側

・専門家派遣： 総括／農村開発、組織化、農産物加工 ･ 保存 ･ 流通、灌漑／農業土木、農業

技術普及等

・C/P 本邦研修：年間 2 名程度（組織化等）

・機材供与：活動用車両、各貯水池サイトで使用する資機材、研修機材、事務機器等

・施設改修：各種事業実施のために必要な貯水池及び簡易構造物の改修

・プロジェクト活動経費：各貯水池サイトでの活動に必要な経費等

（２）ニジェール側

・C/P 人件費： 常勤 3 名（全体総括 1 名、州の総括 2 名）並びに対象地区の職員（農業普及

員を含む）

・プロジェクト事務所（マラディ州農業局内）：土地、施設 ･ 機材、基本経費

・プロジェクト活動経費：各貯水池サイトでの活動に必要な経費等

５－４　実施体制、モニタリング

日常のプロジェクト活動は、農業普及員による貯水池利用者組合に対する技術指導を通して対

象貯水池サイトで行われるが、この技術指導の普及効果を最大化するために、情報の蓄積 ･ 共有
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体制を州農業局（地方）と MAG（中央）に構築することとする。普及員は各郡に 1 ～ 2 名配置

されており、普及活動の報告は県農業事務所に上げられているが、県農業事務所は州農業局への

機械的な伝達機能しか担っていない。

このため州農業局に蓄積ポイントをつくり、普及員の活動報告を各州レベルで取りまとめるこ

ととする。取りまとめた情報を州内のプロジェクト対象サイト以外の地区を担当している普及員

に伝えることにより、州内において活動成果が対象地区外に普及する。一方、各州で取りまとめ

た情報が中央に伝えられ、中央から他州に情報が発信されることにより、州を超えた普及が期待

される。この情報伝達により、対象 2 州も相互に情報を入手することができる。

この情報の蓄積 ･ 共有体制は活動の初期段階で確立し、初年度は活動報告を作成する普及員に

重点をおいて能力強化を図る。プロジェクト関係者は、この体制を用いてプロジェクト全体の活

動をモニターすることができる。2 年目からは活動成果の取りまとめと、その分析に徐々に重点

を移していくこととし、州農業局職員の能力強化を中心に行っていくこととする。

５－５　５項目評価

（１）妥当性

以下の観点から本プロジェクトの妥当性は高い。

・ニジェール政府が掲げる「農村開発戦略」において、「貯水池利用者のキャパシティ強化」

及び「貯水池利用者の所得改善」が明記されている。

・本プロジェクトは、「ニジェール国における総合農村開発」など JICA の援助戦略と整合し

ている。

・本プロジェクトは、貯水池の効果的な利用による農業収益の向上といったターゲットグ

ループのニーズに合致するものである。

（２）有効性

以下の観点から本プロジェクトは高い有効性が期待される。

・成果（1 ～ 4）の達成は、中央及び地方の両方における MAG 職員の能力強化に資する。

・MAG の事業実施能力は、EDOS の P/P の実施を通じて、既に一定レベルに強化されている。

（３）効率性

以下の観点から本プロジェクトの効率性は高い。

・EDOS で作成されたすべてのマニュアル、ガイドライン類を使用することが可能である。

・タウア州農業局が、EDOS を通じて既に有している農村開発における経験と知識は、本プ

ロジェクトを行ううえで強みとなる。

（４）インパクト

以下の観点からポジティブなインパクトが予想される。

・MAG は全国共通の地方組織を有しているため、効果的な貯水池の利用による持続的な農

村開発のモデル手法が確立されれば、モデル手法を全国に継続的に展開することが可能で

ある。

・現時点では、ネガティブなインパクトは確認されていない。
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（５）持続性

とりわけ以下の理由により、持続性が確保され得る。

・貯水池利用の効果が利用者に十分に認識されることにより、農民が貯水池の維持管理を自

分達で行うことが期待される。

・貯水池サイトの農業生産の多様化によって、収益の向上と安定を期待することができる。
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